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話題の本棚

徹
底
的
に
庭
を
見
よ
！
―
―
庭
の
レ
シ
ピ
を
書
き
起
こ
す

　
「
歩
か
せ
え
よ
！　

力
な
ん
か
い
ら
ん
の
や
。
石
に
歩
か
せ
る
ん
や
で
！
」

庭
師
の
古
川
が
声
を
荒
げ
る
。
現
場
に
緊
張
が
走
る
。
庭
づ
く
り
中
の
あ
る
一

場
面
だ
。
し
か
し
待
て
よ
…
…
と
疑
問
が
湧
く
。
石
に
歩
か
せ
る
と
は
ど
う
い

う
こ
と
だ
？　

石
が
歩
く
こ
と
な
ん
て
あ
る
の
か
？　

石
に
意
志
な
ど
あ
る
の

か
？　

謎
が
謎
を
呼
び
、
謎
が
深
ま
っ
て
ゆ
く
。
ま
る
で
推
理
小
説
の
よ
う
に
。

＊

　

京
都
は
福
知
山
に
鎮
座
す
る
古
寺
、
補ふ

だ
ら
く
さ
ん
か
ん
の
ん
じ

陀
洛
山
觀
音
寺
。
二
〇
二
〇
年
に
開

創
一
三
〇
〇
年
を
迎
え
た
こ
の
お
寺
で
は
、
こ
れ
を
記
念
し
て
庭
を
新
た
に
作

り
直
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
知
ら
せ
を
受
け
た
著
者
は
、
車
を
飛
ば
し
て
福

知
山
へ
と
向
か
い
、
庭
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
開
始
す
る
。
そ
の
記
録
を
ま

と
め
、
そ
れ
に
考
察
を
加
え
る
こ
と
で
、
本
書
は
誕
生
し
た
。「
庭
の
か
た
ち

が
生
ま
れ
る
と
き
」
に
立
ち
会
い
、
そ
の
過
程
を
記
録
す
る
こ
と
、
そ
し
て
最

後
に
は
、
庭
の
秘
密
を
解
明
す
る
こ
と
、
こ
こ
に
本
書
の
目
的
が
あ
る
。

　

こ
こ
で
言
う
「
庭
の
秘
密
」
と
は
何
か
。
そ
れ
は
要
す
る
に
こ
う
い
う
こ
と

だ
。
私
た
ち
が
庭
を
訪
れ
る
と
き
、
庭
は
す
で
に
で
き
あ
が
っ
て
い
る
。
石
は

す
で
に
そ
こ
に
あ
り
、
木
も
ま
た
す
で
に
そ
こ
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
こ
の
石

は
な
ん
で
こ
ん
な
配
置
に
な
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
？　

あ
の
木
は
な
ん
で
あ
ん

な
か
た
ち
を
し
て
い
る
ん
だ
ろ
う
？
」
と
い
う
問
い
は
、
行
き
場
を
な
く
し
て

し
ま
う
。
庭
に
置
か
れ
た
物
体
の
配
置
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
と
い

う
「
庭
の
秘
密
」
は
、
い
つ
ま
で
も
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
ま
ま
な
の
だ
。

　

そ
こ
で
著
者
は
、
こ
の
秘
密
を
解
明
し
、「
庭
の
レ
シ
ピ
」
を
書
き
起
こ
そ

う
と
す
る
。
そ
れ
も
「
物
体
の
配
置
の
理
由
そ
れ
自
体
を
、
物
体
の
配
置
そ
の

も
の
の
な
か
に
見
」
よ
う
と
す
る
こ
と
で
。
こ
れ
は
庭
の
か
た
ち
の
「
内
在
的

理
解
」
と
言
っ
て
も
い
い
。
た
と
え
ば
美
術
館
を
訪
れ
る
と
き
、
私
た
ち
は
よ

く
、
作
品
の
キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
を
読
む
こ
と
で
、
作
品
を
理
解
し
た
気
に
な
っ
て

し
ま
う
。
こ
れ
は
、
当
時
の
時
代
背
景
な
ど
か
ら
作
品
を
理
解
す
る
「
外
在
的

理
解
」
だ
。
し
か
し
著
者
が
求
め
る
の
は
、
作
品
を
作
品
そ
れ
自
体
か
ら
理
解

す
る
こ
と
、
つ
ま
り
徹
底
的
に
作
品
を
見
る
こ
と
で
作
品
を
理
解
す
る
こ
と
だ
。

そ
れ
ゆ
え
本
書
の
モ
ッ
ト
ー
は
こ
う
な
る
―
―
「
徹
底
的
に
庭
を
見
よ
！
」

　

本
書
を
面
白
く
し
て
い
る
の
は
、
庭
師
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
古
川
が
発
す
る

言
葉
で
は
な
い
か
と
思
う
。
冒
頭
で
引
用
し
た
言
葉
も
そ
う
だ
が
、
古
川
は
ほ

か
に
も
こ
ん
な
言
葉
を
残
し
て
い
る
。
ど
う
や
っ
て
石
の
配
置
を
決
め
て
い
る

の
か
と
問
わ
れ
て
―
―
「
平
安
時
代
の
難
し
い
本
に
は
『
こ
は
ん
に
し
た
か
ひ

て
』
っ
て
書
い
て
あ
る
ん
で
す
わ
。
そ
れ
は
石
が
『
求
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が

う
』
と
い
う
こ
と
で
―
―
」。
古
川
に
よ
れ
ば
、
石
は
「
求
め
る
」。
庭
師
は
そ

れ
ゆ
え
、
そ
の
求
め
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
、
石
を
配
置
す
る
こ
と
に
な
る
。

庭
づ
く
り
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
つ
ま
り
「
庭
師
の
意
図
だ
け
で
な
く
石
も
参
与
し

て
い
る
」
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
石
の
「
擬
人
化
」
だ
が
、
本
書
を
読
め

ば
、
古
川
が
発
す
る
不
思
議
な
言
葉
た
ち
の
意
味
も
わ
か
る
よ
う
に
な
る
。

　
「
早
く
庭
を
見
て
み
た
い
！
」
―
―
本
書
を
読
ん
で
か
ら
、
こ
の
は
や
る
気

持
ち
を
抑
え
ら
れ
な
い
。
今
度
、
近
所
の
お
寺
を
訪
ね
て
み
よ
う
か
。（�

ぱ
や 

）

�

（
三
八
四
頁　

税
込
二
八
六
〇
円　

8
月
刊
）

庭
の
か
た
ち
が 

生
ま
れ
る
と
き

庭
園
の
詩
学
と
庭
師
の
知
恵

山
内
朋
樹
著

フ
ィ
ル
ム
ア
ー
ト
社
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話題の本棚

一
八
五
〇
年
代
・
激
動
の
ロ
シ
ア
―
―
天
山
山
脈
へ
の
踏
査
記
録

　

本
書
は
、
一
八
五
六
年
か
ら
一
八
五
七
年
に
か
け
て
天
山
山
脈
（
現
・
カ
ザ

フ
ス
タ
ン
、
キ
ル
ギ
ス
周
辺
）
を
踏
査
し
た
、
ロ
シ
ア
の
地
理
・
植
物
学
者
の

ピ
ョ
ー
ト
ル
・
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ
＝
チ
ャ
ン
＝
シ
ャ
ン
ス
キ
イ
の
手
記
…
…
と
い

う
よ
り
も
、
調
査
記
録
で
あ
る
。
著
者
は
大
学
の
恩
師
が
翻
訳
を
は
じ
め
た

『
ア
ジ
ア
地
理
』
の
補
遺
を
作
る
こ
と
を
名
目
と
し
て
、
天
山
山
脈
で
の
調
査

を
希
望
し
た
。

　

筆
者
が
冒
険
に
出
よ
う
と
試
み
た
時
代
は
、
ロ
シ
ア
国
内
で
「
農
民
開
放
」

改
革
を
前
面
に
進
め
て
い
た
時
期
で
あ
る
と
同
時
に
、
ク
リ
ミ
ア
戦
争
の
終
結

年
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
国
内
情
勢
が
非
常
に
不
安
定
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え

る
。
筆
者
の
体
験
記
の
端
々
に
は
、
丁
寧
な
言
葉
を
使
い
な
が
ら
痛
烈
な
官
僚

批
判
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
楽
し
み
の
一
つ
と
し
て
読
み
進
め
て
し
ま

っ
た
ほ
ど
、
華
麗
な
隠
喩
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

　
〝
研
究
バ
カ
〟
な
著
者
で
あ
る
―
―
天
山
踏
査
の
長
期
調
査
許
可
を
確
実
な

も
の
に
す
る
た
め
、
本
研
究
に
掛
か
る
費
用
の
ほ
と
ん
ど
を
自
分
で
出
資
す
る

こ
と
を
申
し
出
た
。
そ
れ
ほ
ど
楽
し
み
に
し
て
い
た
は
ず
の
調
査
で
あ
る
の
に
、

本
書
に
は
著
者
の
感
情
が
直
接
的
に
描
写
さ
れ
て
い
る
場
面
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

な
ん
と
、
自
身
が
新
種
の
植
物
を
発
見
し
た
時
に
す
ら
、
感
情
の
描
写
は
な
く
、

淡
々
と
事
実
を
描
き
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
読
み
手
側
に
は
な
ぜ

か
研
究
者
と
し
て
の
興
奮
が
伝
わ
る
。
不
思
議
な
感
覚
で
あ
る
。

　

人
が
住
ん
で
い
な
い
よ
う
な
場
所
で
は
、
そ
の
土
地
に
見
ら
れ
る
植
物
や

地
層
の
様
子
が
淡
々
と
記
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
天
山
山
脈
周
辺

で
は
、
そ
の
場
所
に
住
む
民
族
と
の
交
流
も
色
濃
く
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

ロ
シ
ア
の
小
説
家
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
と
の
交
流
や

彼
の
結
婚
に
一
役
買
っ
た
話
や
、
キ
ル
ギ
ス
で
遊
牧
民
間
の
結
婚
に
係
る
係

争
事
件
の
最
高
審
判
者
に
任
命
さ
れ
る
話
な
ど
、
研
究
以
外
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

も
満
載
で
あ
る
。

　

里
程
標
と
し
て
「
ア
ジ
ア
」
と
「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
」
と
い
う
、
今
で
は
考
え
ら

れ
な
い
ほ
ど
の
曖
昧
な
表
記
が
行
わ
れ
て
い
る
時
代
の
ロ
シ
ア
と
中
央
ア
ジ
ア

…
…
文
章
だ
け
読
ん
で
も
想
像
す
る
こ
と
が
難
し
い
世
界
を
、
時
を
越
え
て
現

代
人
に
伝
え
て
い
る
。
こ
の
事
実
だ
け
で
も
途
方
も
な
い
ロ
マ
ン
を
感
じ
る
。

＊

　

河
出
書
房
新
社
が
刊
行
し
て
い
る
「
世
界
探
検
全
集
」
は
、
二
〇
二
二
年
九

月
か
ら
、
ほ
と
ん
ど
毎
月
の
ペ
ー
ス
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
。

こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
過
去
の
探
検
家
に
よ
る
手
記
を
翻
訳
し
て
お
り
、
探
検
に

ま
つ
わ
る
各
国
の
古
典
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
本
書
も
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の

一
冊
で
あ
り
、
約
一
七
〇
年
前
に
描
か
れ
た
手
記
の
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ

の
シ
リ
ー
ズ
の
本
で
非
常
に
面
白
い
と
感
じ
る
部
分
は
各
書
で
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
場
所
や
冒
険
に
関
係
の
あ
る
、
著
名
な
作
家
な
ど
が
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
と

し
て
は
じ
め
の
数
頁
に
書
評
の
よ
う
な
も
の
を
書
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
知
っ

て
い
る
作
家
の
方
が
ナ
ビ
ゲ
ー
タ
ー
を
務
め
て
い
る
一
冊
か
ら
手
に
取
っ
て
み

る
の
も
悪
く
な
い
。�

（�

プ
ラ
チ 

）

（
三
三
〇
頁　

税
込
二
五
三
〇
円　

９
月
刊
）

天
山
紀
行

ピ
ョ
ー
ト
ル
・
セ
ミ
ョ
ー
ノ
フ

＝
チ
ャ
ン
＝
シ
ャ
ン
ス
キ
イ
著

樹
下
節
訳

河
出
書
房
新
社
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実
家
に
は
弟
が
い
る
。
白
い
ミ
ニ
チ
ュ
ア
シ
ュ
ナ

ウ
ザ
ー
だ
。
こ
の
子
に
会
う
た
め
に
帰
省
す
る
と
い

っ
て
も
過
言
で
は
な
い
ほ
ど
溺
愛
し
て
い
て
、
そ
ん

な
彼
の
幸
福
を
考
え
る
う
ち
に
〝
動
物
の
幸
せ
〟
に

つ
い
て
も
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
彼
ら
の
幸
せ
を

願
い
つ
つ
、
こ
こ
で
は
文
学
が
描
く
動
物
た
ち
の
姿

を
み
て
い
き
た
い
。

　

一
番
手
を
飾
る
の
は
、
古
代
ロ
ー
マ
の
著
述
家
・

ア
イ
リ
ア
ノ
ス
の
『�

動
物
奇
譚
集
1 

』（
全
二
巻
／

京
都
大
学
学
術
出
版
会
）。
鳥
獣
虫
魚
か
ら
幻
想
動

物
に
至
る
ま
で
、
動
物
に
関
す
る
伝
承
と
観
察
が
七

九
二
の
項
目
に
わ
た
り
記
さ
れ
る
。
興
味
深
い
の
は
、

そ
れ
ら
が
単
な
る
伝
聞
の
羅
列
と
は
な
ら
ず
、
人
間

の
生
活
や
習
性
と
の
比
較
を
交
え
て
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
だ
。
例
え
ば
、
強
い
性
欲
が
仇
と
な
っ
て
捕
ま

え
ら
れ
る
武ブ

ダ
イ鯛
の
性
質
を
語
る
と
き
、
そ
こ
に
は
人

間
の
過
剰
な
情
欲
に
対
す
る
戒
め
を
読
む
こ
と
が
で

き
る
。
曰
く
、
雄
の
武
鯛
が
「
雌
に
近
づ
き
身
を
擦

り
つ
け
よ
う
と
焦
る
の
は
、
恋
に
狂
っ
た
人
間
が
口

づ
け
と
か
い
ち
ゃ
つ
き
と
か
、
果
て
は
秘
密
の
情
事

を
物
に
し
よ
う
と
す
る
の
と
異
な
ら
な
い
」。
網
の

中
に
い
る
雌
を
見
る
や
い
な
や
、「
雄
の
武
鯛
も
一

緒
に
な
だ
れ
こ
み
、
捕
ま
っ
て
し
ま
う
が
、
こ
う
し

て
情
欲
の
罰
を
受
け
る
わ
け
で
あ
る
」。

　

動
物
た
ち
の
生
き
様
を
通
じ
、
人
間
自
ら
の
生

を
省
み
る
よ
う
促
す
言
葉
が
本
書
に
は
少
な
く
な

い
。
そ
こ
に
は
、
現
代
の
脱
人
間
中
心
主
義
と
は

異
な
れ
ど
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
全
て
に
対
す

る
先
人
た
ち
の
驚
嘆
と
敬
意
を
見
て
取
る
こ
と
が

で
き
る
だ
ろ
う
。

　

さ
て
、
時
代
は
下
り
近
代
で
も
、
先
の
書
と
同
じ

名
の
著
作
が
編
ま
れ
た
。
二
〇
世
紀
を
代
表
す
る
イ

タ
リ
ア
の
作
家
デ
ィ
ー
ノ
・
ブ
ッ
ツ
ァ
ー
テ
ィ
の
短

編
集
『�

動
物
奇
譚
集 

』（
東
宣
出
版
）
で
あ
る
。
不

条
理
小
説
・
幻
想
小
説

の
書
き
手
と
し
て
名
高

い
ブ
ッ
ツ
ァ
ー
テ
ィ
が

描
く
動
物
た
ち
は
、

様
々
な
寓
意
的
機
能
を
担
い
つ
つ
、
当
時
に
お
い
て

は
先
進
的
に
も
、
人
間
の
愚
か
さ
を
動
物
の
視
点
か

ら
糾
弾
す
る
。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、「
川
辺
の
恐
怖
」
は
印
象
的
な

一
話
で
あ
る
。
多
様
な
動
物
が
集
う
平
穏
な
川
辺
、

調
査
の
た
め
に
か
の
地
へ
や
っ
て
き
た
人
間
た
ち
。
彼

ら
に
悪
意
は
な
か
っ
た
。
が
、「
ボ
ー
ト
が
川
を
進
む

に
つ
れ
て
、
何
世
紀
も
の
あ
い
だ
存
在
し
て
き
た
目

に
見
え
ぬ
ヴ
ェ
ー
ル
が
静
か
に
、
そ
し
て
永
久
に
破

ら
れ
」
て
い
っ
た
。「
動
物
た
ち
は
逃
げ
た
。
彼
ら
に

動
物
を
通
じ
て
語
る
―
―
文
学
の
な
か
の
動
物
た
ち

動 物
〈特集〉〈特集〉

　私たちは、人間以外の動物を指す意味で「動物」という言
葉を使いがちだ。実用上しかたないと思う反面、なかなか身
勝手な人間の尺度だよな、とも思う。
　本特集は「動物」について扱うが、この試みもやはり、人
間的な見方から抜け出せはしないだろう。なぜなら、人間が
思い描き、人間の言語で著されたものに対し、人間が書評を
行うからだ。
　それでも、両者の隔たりは絶対的なものではない。尊大に
なることなく、動物を同胞として捉えることはきっとできる
――そしてそのヒントとして、人間の考えを通してこそ得ら
れるものもあるはずだ。「動物」と真剣に向き合った先人の
足跡をいま訪ね、共に今後について考えよう。� （�朝露 ）
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動
物
の
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

も
な
ぜ
逃
げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た

が
」。
我
々
人
間
は
〝
開
発
〟
の
た
め
に
動
物
た
ち
の

生
活
を
壊
し
て
い
く
。
そ
こ
に
積
極
的
な
悪
意
は
な

い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
動
物
た
ち
が
経

験
す
る
の
は
、ま
ご
う
こ
と
な
き
大カ

タ
ス
ト
ロ
フ
ィ

災
害
な
の
で
あ
る
。

　
〝
自
分
と
は
違
う
も
の
〟
に
対
す
る
人
間
の
想
像

力
の
欠
如
、
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
惨
禍
を
ブ
ッ
ツ
ァ

ー
テ
ィ
は
描
き
出
す
。
鋭
く
、
だ
が
動
物
た
ち
へ
の

愛
に
満
ち
た
筆
致
で
。
身
の
毛
も
よ
だ
つ
キ
メ
ラ
実

験
の
顛
末
を
語
る
「
ア
ス
カ
ニ
ア
・
ノ
ヴ
ァ
の
実

験
」、
人
間
と
犬
の
主
従
関
係
が
逆
転
し
た
世
界
を

皮
肉
た
っ
ぷ
り
に
描
く
「
警
官
の
夢
」、
人
間
の
身

勝
手
な
実
験
に
付
き
合
う
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
諷
刺
的

な
モ
ノ
ロ
ー
グ
「
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
言
葉
」
な
ど
、

本
書
に
収
め
ら
れ
た
全
て
の
作
品
が
「
動
物
と
は
な

に
か
」「
人
間
と
は
な
に
か
」、
そ
し
て
「
現
在
の
世

界
」
に
つ
い
て
の
再
考
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。

　

人
間
が
動
物
に
対
し
築
い
て
き
た
「
現
在
の
世

界
」
に
対
す
る
警
鐘
は
、
デ
ィ
ス
ト
ピ
ア
小
説
で
名

を
馳
せ
る
英
国
の
作
家
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の

名
作
『�

動
物
農
園 

』（
中
央
公
論
新
社
）
に
お
い
て

も
力
強
く
鳴
り
響
く
。
過
酷
な
労
働
を
強
い
ら
れ
た

動
物
た
ち
。
彼
ら
は
自
己
の
尊
厳
を
か
け
て
蜂
起
し
、

農
場
の
自
主
運
営
に
成
功
す
る
。
し
か
し
、
知
能
の

高
い
豚
た
ち
の
独
裁
が
、
か
つ
て
と
変
わ
ら
ぬ
悲
惨

な
生
活
へ
と
彼
ら
を
押
し
戻
し
て
い
く
…
…
。

　

全
体
主
義
と
ソ
連
へ
の
非
難
が
謳
わ
れ
た
作
品
と

し
て
名
高
い
本
小
説
。
体
制
批
判
と
し
て
の
解
釈
も

当
然
重
視
す
べ
き
だ
が
、
そ
の
一
方
で
忘
れ
て
は
な

ら
な
い
の
は
、
本
作
を
貫
く
根
本
的
な
要
素
、
す
な

わ
ち
不
当
に
搾
取
さ
れ
る
動
物
た
ち
の
存
在
で
あ
る
。

作
中
で
動
物
た
ち
を
啓
発
す
る
老
い
た
豚
は
言
う
、

「
人
間
は
何
も
し
な
い
で
食
べ
る
唯
一
の
動
物
で
あ

る
。［
…
］
我
々
が
人
間
を
な
く
し
さ
え
す
れ
ば
、

我
々
の
労
働
で
得
ら
れ
る
も
の
が
皆
我
々
の
も
の
に

な
る
」
と
。
今
は
、
こ
の
言
葉
を
真
っ
す
ぐ
に
受
け

取
っ
て
み
た
い
。
す
る
と
ど
う
か
、
我
々
人
間
に
対

し
動
物
た
ち
が
向
け
る
率
直
で
悲
痛
な
叫
び
と
し
て

こ
の
言
葉
が
映
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
文
学
の

な
か
の
動
物
た
ち
は
、
時
に
語
り
合
い

0

0

0

0

、
時
に
嘆
き

の
言
葉
を
吐
い
て

0

0

0

0

0

0

い
た
。
小
説
の
中
だ
か
ら
？

い

や
、
案
外
そ
う
で
は
な
い
ら
し
い
。
と
い
う
こ
と
で

次
は
、
彼
ら
の
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
に
光
を

当
て
て
み
よ
う
。�

（�

は
ら
ん 

）

果
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
言
語
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
一
形
態
に
過
ぎ
な
い
。

　

そ
れ
ゆ
え
に
、
本
ム
ッ
ク
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
「
情
報
を
伝
達
す
る
た
め
の
進
化
を
あ
ま
ね
く

網
羅
す
る
も
の
」
と
捉
え
る
こ
と
を
推
奨
す
る
。
こ

の
捉
え
方
を
す
れ
ば
、
人
間
以
外
の
動
物
も
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
例

え
ば
、
ヘ
ラ
ジ
カ
は
生
活
圏
に
あ
る
木
に
体
を
擦
り

つ
け
、
同
エ
リ
ア
に
い
る
生
き
物
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

残
す
。
人
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
お
い
て
さ

ほ
ど
重
視
さ
れ
な
い
「
に
お
い
」
は
他
の
動
物
に
と

っ
て
は
生
命
線
だ
と
い
う
良
い
例
だ
。
こ
の
よ
う
に
、

本
ム
ッ
ク
は
動
物
た
ち
の
多
様
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
手
段
を
例
に
挙
げ
、
動
物
に
対
す
る
偏
見
を
解

き
ほ
ぐ
し
て
い
く
。

　

文
学
が
人
間
の
言
語
で
成
り
立
っ
て
い
る
以
上
、

そ
れ
ら
が
描
く
動
物
像
は
人
間
の
見
方
に
偏
っ
て
い

る
と
い
え
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
言
語
に
限
ら
な

い
動
物
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
扱
う
。

　

ま
ず
は
『�

動
物
の
言
葉
　
驚
異
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
パ
ワ
ー 

』（
日
経
ナ
シ
ョ
ナ
ル　

ジ
オ
グ

ラ
フ
ィ
ッ
ク
）
を
紹
介
し
よ
う
。
色
々
な
生
物
の
美

麗
な
写
真
と
、
二
〇
二
〇
年
時
点
で
の
研
究
デ
ー
タ

が
並
ぶ
様
は
壮
観
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
実
、
人
間
が

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し
て
絶
対
視
し
て
き

た
言
語
へ
の
過
信
を
打
ち
壊
す
目
的
を
有
す
。
こ
れ

ま
で
は
、
他
者
の
考
え
を
推
し
量
る
能
力
や
意
図
が

あ
り
、
そ
れ
ら
を
言
語
で
表
現
で
き
れ
ば
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
能
力
が
あ
る
と
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、

こ
れ
は
人
間
が
知
覚
で
き
な
い
事
物
を
無
視
し
た
結
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あ
る
。
そ
し
て
、
言
語
に
は
発
話
が
つ
い
て
回
る
。

生
物
学
上
で
は
、
発
話
は
「
人
間
の
言
語
に
と
っ
て

好
ま
し
い
出ア

ウ
ト
プ
ッ
ト
・
モ
ダ
リ
テ
ィ

力
の
様
式
」
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
定

義
に
則
れ
ば
人
間
以
外
の
動
物
は
発
話
で
き
な
い
こ

と
に
な
り
、
動
物
言
語
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

だ
が
、
動
物
は
人
間
と
世
界
の
見
え
方
が
違
う
た
め
、

人
間
が
思
う
発
話
を
し
な
い
だ
け
だ
。
ゆ
え
に
、
動

物
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
を
「
言
語
」
で
一

括
す
る
の
は
不
適
切
と
い
え
よ
う
。

　

結
局
、
著
者
は
ク
ジ
ラ
と
話
す
に
は
至
っ
て
い
な

い
。
い
つ
話
せ
る
よ
う
に
な
る
か
も
判
然
と
し
な
い
。

Ａ
Ｉ
技
術
等
の
発
展
に
よ
り
ク
ジ
ラ
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
が
取
れ
る
日
を
彼
は
夢
見
て
い
る
。

　

最
後
に
『�

動
物
た
ち
は
何
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
の

か
？ 

』（
集
英
社
）
か
ら
今
後
必
要
な
こ
と
に
目

を
向
け
よ
う
。
京
大
前
総
長
か
つ
ゴ
リ
ラ
学
の
権

威
・
山
極
壽
一
名
誉
教
授
と
、
気
鋭
の
動
物
学
者
で

シ
ジ
ュ
ウ
カ
ラ
専
門
家
・
鈴
木
俊
貴
准
教
授
の
対
談

が
書
籍
化
さ
れ
た
の
が
本
書
だ
。
両
名
は
、
動
物
た

ち
の
言
葉
や
彼
ら
の
心
、
ヒ
ト
と
い
う
動
物
、
そ
し

て
現
代
社
会
で
偏
重
さ
れ
る
言
語
に
つ
い
て
語
り
合

う
。

　

途
中
、
動
物
の
言
葉
に
つ
い
て
鈴
木
氏
は
次
の
よ

う
に
述
べ
る
。「
人
間
と
動
物
と
い
う
二
項
対
立
か

ら
離
れ
て
、
も
っ
と
俯
瞰
的
な
視
野
か
ら
言
葉
や
人

間
の
能
力
と
は
何
な
の
か
を
理
解
す
る
必
要
が
あ
る

と
思
う
ん
で
す
」。

　

文
字
を
発
明
し
、
言
語
を
得
た
人
間
は
時
空
を
超

え
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
可
能
に
な
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
代
償
と
し
て
言
語
化
で
き
な
い
情
報

を
切
り
捨
て
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
方
、
動
物
は
人

間
が
切
り
捨
て
た
も
の
、
そ
も
そ
も
知
覚
で
き
な
い

も
の
を
知
覚
し
て
い
る
。
人
間
に
は
で
き
な
い
が
動

物
に
は
で
き
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
事
実
に
目
を
向

け
る
こ
と
か
ら
、
鈴
木
氏
の
言
う
「
俯
瞰
的
な
視

野
」
の
獲
得
が
始
ま
る
予
感
が
す
る
。�

（�

前
髪 

）

「
動
物
倫
理
」
―
―
彼
ら
と
対
等
に
向
き
合
う
思
想

方
で
、
人
間
に
は
決
し
て
正
確
に
想
像
で
き
な
い
仕

方
で
こ
の
世
界
を
経
験
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ

る
。
こ
の
こ
と
に
思
い
至
る
時
、
動
物
と
人
間
を
序

列
づ
け
な
い
「
俯
瞰
的
な
視
野
」
か
ら
、
常
識
を
覆

す
あ
る
問
い
が
生
じ
て
く
る
。

　

動
物
を
、
人
間
よ
り
地
位
の
低
い
も
の
と
し
て
残

　

普
段
何
気
な
く
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
い
る
「
動

物
」
た
ち
を
改
め
て
眼
差
す
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
愛
ら

し
さ
を
覚
え
る
だ
け
で
な
く
、
そ
の
能
力
や
生
き
て

ゆ
く
営
み
の
豊
か
さ
に
新
鮮
な
驚
き
も
覚
え
る
。
動

物
た
ち
は
、
私
た
ち
人
間
と
同
じ
よ
う
に
何
か
鮮
や

か
な
感
情
を
伴
っ
て
生
き
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
一

　

本
ム
ッ
ク
で
、
何
度
か
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
動

物
が
い
る
。
そ
れ
が
ク
ジ
ラ
だ
。
二
〇
二
〇
年
時
点

で
は
ど
の
ク
ジ
ラ
が
話
し
て
い
る
か
の
判
別
が
限
度

だ
っ
た
よ
う
だ
が
、
時
を
経
た
今
、
ク
ジ
ラ
と
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
試
み
る
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い

る
。
そ
の
詳
細
を
知
れ

る
の
が
『�

ク
ジ
ラ
と
話

す
方
法 

』（
柏
書
房
）

で
あ
る
。
著
者
の
ト

ム
・
マ
ス
テ
ィ
ル
は
、
三
〇
ト
ン
の
ザ
ト
ウ
ク
ジ
ラ

が
自
身
の
上
に
落
ち
て
き
て
死
に
か
け
た
経
験
が
き

っ
か
け
と
な
り
、
ク
ジ
ラ
の
世
界
へ
と
の
め
り
込
ん

だ
人
物
だ
。

　

ク
ジ
ラ
の
鳴
き
声
に
一シ

ー

ケ

ン

ス

連
の
配
列
が
あ
り
そ
れ
を

「
歌
」
と
呼
べ
る
こ
と
、
ヒ
ッ
ト
曲
を
量
産
す
る
ク

ジ
ラ
の
グ
ル
ー
プ
が
い
る
こ
と
、
歌
の
パ
タ
ー
ン
に

よ
っ
て
意
味
が
変
わ
る
こ
と
等
が
明
ら
か
に
な
っ
て

い
る
。
中
に
は
、
録
音
し
た
歌
を
用
い
て
ク
ジ
ラ
と

の
意
思
疎
通
に
成
功
し
た
か
の
よ
う
に
感
じ
る
研
究

者
も
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
歌
を
、
人
間
と
ク
ジ
ラ

の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
考
え
る
の
は
危
険

だ
。
こ
れ
は
「
動
物
の
擬
人
化
」
で
あ
り
、
人
間
の

認
知
で
動
物
の
考
え
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら

だ
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
れ
ま
で
人
間
は
動
物
の
擬

人
化
に
固
執
し
て
き
て
お
り
、
そ
の
結
果
「
動
物
言

語
」
と
い
う
言
葉
が
生
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
。

　

動
物
言
語
と
は
文
字
通
り
、
動
物
が
使
う
言
語
で
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酷
な
仕
方
で
扱
う
こ
と
は
、
倫
理
的
に
問
題
が
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
問
い
を
扱
う
応
用
倫

理
学
の
一
分
野
が
「
動
物
倫
理
」
で
あ
る
。
そ
の
中

心
的
人
物
と
し
て
名
前
が
挙
が
る
論
者
の
一
人
が
、

ピ
ー
タ
ー
・
シ
ン
ガ
ー
だ
。
人
間
を
殺
し
た
り
苦
し

め
た
り
し
て
は
い
け
な
い
が
動
物
は
そ
の
限
り
で
は

な
い
、
と
い
う
我
々
が
暗
黙
裡
に
採
用
し
て
い
る
姿

勢
を
、
彼
は
人
種
差
別
に
な
ぞ
ら
え
た
「
種
差
別

（speciesism

）」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
批
判
し
、

「
動
物
解
放
論
」
を
展
開
す
る
。

　

そ
ん
な
彼
の
記
念
碑
的
論
文
「
動
物
の
解
放
」
を

収
録
し
つ
つ
、
一
五
〇
頁
と
手
に
取
り
や
す
い
サ
イ

ズ
で
彼
の
数
々
の
エ
ッ
セ
イ
、
論
考
が
ま
と
め
ら
れ

て
い
る
の
が
『�

な
ぜ
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
か
？
　
倫
理
的
に

食
べ
る 

』（
晶
文
社
）

だ
。
い
わ
ゆ
る
「
最
大

多
数
の
最
大
幸
福
」
を

目
指
す
功
利
主
義
の
立

場
か
ら
、
動
物
の
快
苦
も
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
だ
と

論
じ
る
彼
の
論
理
は
、
シ
ン
プ
ル
で
わ
か
り
や
す
い
。

そ
し
て
、
動
物
の
神
経
系
に
つ
い
て
の
科
学
的
事
実

や
畜
産
と
動
物
実
験
の
残
酷
な
実
情
が
、
議
論
を
下

支
え
す
る
根
拠
と
し
て
説
得
力
を
与
え
て
い
る
。

　

タ
イ
ト
ル
か
ら
わ
か
る
通
り
、
本
書
で
シ
ン
ガ
ー

は
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
、
つ
ま
り
動
物
由
来
の
食
品
や
製
品

を
利
用
し
な
い
人
に
な
る
こ
と
を
、
様
々
な
観
点
か

ら
勧
め
て
い
る
。
し
か
し
動
物
倫
理
の
入
門
と
し
て

本
書
を
紹
介
す
る
に
あ
た
っ
て
私
が
強
調
し
た
い
の

は
、
彼
は
ど
こ
ま
で
も
倫
理
学
者
で
あ
っ
て
「
動
物

好
き
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ヴ
ィ
ー
ガ
ン
は

感
傷
的
な
「
動
物
好
き
」
だ
、
と
い
う
偏
見
が
残
念

な
が
ら
存
在
し
て
い
る
。
彼
ら
の
理
路
に
は
、
そ
の

よ
う
な
先
入
観
を
排
し
て
一
読
す
る
価
値
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
、
読
者
諸
賢
に
お
伝
え
し
た
い
。

　

動
物
解
放
論
の
第
一
人
者
シ
ン
ガ
ー
自
身
の
書
籍

を
、
敢
え
て
入
門
と
位
置
づ
け
て
ご
紹
介
し
た
。
よ

っ
て
次
は
、
倫
理
学
と
い
う
学
問
全
体
を
俯
瞰
し
な

が
ら
、
動
物
倫
理
を
で
き
る
だ
け
客
観
的
に
捉
え
て

み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
に
は
、
功
利
主
義
か
ら
で
は

な
く
「
動
物
の
権
利
」
の
概
念
か
ら
動
物
解
放
を
訴

え
る
立
場
や
、
シ
ン
ガ
ー
に
対
し
て
批
判
的
な
立
場

な
ど
が
解
説
さ
れ
て
い
る
『�

動
物
か
ら
の
倫
理
学
入

門 
』（
名
古
屋
大
学
出
版
）
が
最
適
だ
。

　

本
書
の
内
容
の
充
実
ぶ
り
は
、
入
門
と
い
う
よ
り

む
し
ろ
教
科
書
と
い
え
る
ほ
ど
で
あ
る
。
そ
れ
も
そ

の
は
ず
、
本
書
は
そ
の
構
想
に
お
い
て
、
動
物
倫
理

を
取
っ
掛
か
り
と
し
て
倫
理
学
全
体
を
学
ぶ
こ
と
が

意
図
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
人
と
人
の
間
の
倫
理
を
動

物
倫
理
か
ら
学
ぼ
う
と
す
る
、
と
言
う
と
奇
妙
に
聞

こ
え
る
が
、「
倫
理
が
対
象
と
す
る
の
は
人
間
だ
け

で
よ
い
の
か
」
と
い
う
問
い
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、

本
書
の
構
成
自
体
が
示
唆
的
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

最
後
に
、
動
物
倫
理
を
既
存
の
枠
組
み
に
囚
わ
れ

ず
論
じ
る
『�

荷
を
引
く
獣
た
ち
―
―
動
物
の
解
放
と

障
害
者
の
解
放 

』（
洛
北
出
版
）
を
紹
介
し
よ
う
。

　

本
書
で
は
、
障
害
の
当
事
者
で
あ
り
動
物
解
放
運

動
の
担
い
手
で
も
あ
る
著
者
が
、
自
身
の
体
験
、

様
々
な
活
動
家
と
の
対
話
、
学
術
的
研
究
を
織
り
交

ぜ
て
ア
イ
デ
ア
を
語
る
。
そ
れ
は
大
ま
か
に
言
え
ば
、

「
動
物
の
解
放
」
と
「
障
害
者
の
解
放
」
を
互
い
に

関
連
付
け
て
考
察
し
よ
う
と
い
う
も
の
だ
。
曰
く
、

「
人
間
」
は
動
物
に
対
し
、（
定
型
発
達
の
）
知
能
や

二
足
歩
行
と
い
っ
た
能
力
の
欠
如
を
根
拠
と
し
て
支

配
や
格
差
を
正
当
化
し
て
き
た
。
こ
の
「
健
常
者
中

心
主
義
」
的
な
社
会
、
い
や
世
界
の
あ
り
方
を
踏
ま

え
る
な
ら
ば
、
動
物
に
対
す
る
抑
圧
の
構
造
は
、
障

害
者
に
対
す
る
そ
れ
と
同
一
視
で
き
る
の
だ
。

　

ま
た
、
本
書
は
切
実
な
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
も

あ
る
。
病
を
患
っ
た
介
助
犬
と
自
身
の
相
互
依
存
関

係
に
「
う
つ
く
し
い
何
か
」
を
見
出
す
語
り
は
、
先

述
の
二
冊
に
は
な
い
新
た
な
地
平
を
開
い
て
い
る
。

◆

　

身
近
な
他
者
で
あ
っ
て
も
「
自
分
と
は
違
う
も

の
」
と
み
な
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
生
に
無
関
心
に

な
れ
て
し
ま
う
。
抑
圧
も
格
差
も
気
に
な
ら
な
く
な

る
。
し
か
し
、
彼
ら
を
「
違
う
か
ら
こ
そ
大
切
な
、

い
ち
存
在
」
と
し
て
真
剣
に
扱
う
な
ら
ば
、
今
ま
で

見
な
い
ふ
り
を
し
て
き
た
無
数
の
同
胞
た
ち
の
生
に

気
が
つ
く
だ
ろ
う
。「
動
物
」
に
目
を
向
け
る
こ
と

は
、
人
に
も
獣
に
も
限
ら
な
い
こ
の
地
球
の
隣
人
に

目
を
向
け
る
こ
と
と
繋
が
っ
て
い
る
。�

（�

朝
露 

）
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新
刊
コ
ー
ナ
ー

続　

窓
際
の
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん

黒
柳
徹
子
著

講
談
社

　
『
窓
ぎ
わ
の
ト
ッ
ト

ち
ゃ
ん
』
を
読
ん
で
受

け
た
衝
撃
は
今
で
も
忘

れ
な
い
。
小
学
生
の
時

だ
っ
た
。
前
作
の
内
容
は
、
主
に
著
者
が
ト
モ
エ
学

園
で
過
ご
し
た
幼
少
期
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
学

校
の
特
徴
は
、
一
言
に
す
る
と
「
自
由
」
で
あ
る
。

ほ
と
ん
ど
日
本
で
普
及
し
て
い
な
か
っ
た
リ
ト
ミ
ッ

ク
の
授
業
や
、
裸
で
も
良
い
水
泳
の
授
業
な
ど
…
…

当
時
小
学
生
だ
っ
た
評
者
の
目
か
ら
鱗
が
落
ち
た
。

　

本
書
は
、
そ
ん
な
印
象
深
い
前
作
か
ら
四
十
二
年

越
し
の
続
編
で
あ
る
。
前
作
と
同
様
、
筆
者
の
経
験

が
中
心
で
あ
る
も
の
の
、
本
書
で
は
家
族
や
著
者
の

経
歴
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
。
前
半

は
主
に
戦
時
中
の
体
験
に
つ
い
て
。
そ
し
て
後
半
は

疎
開
先
の
青
森
か
ら
東
京
に
戻
り
、
音
楽
学
校
で
の

生
活
や
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
に
就
職
す
る
ま
で
の
経
緯
な
ど
。

そ
の
多
く
は
、
今
で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
も

し
く
は
当
時
で
も
多
く
の
人
は
辿
ら
な
か
っ
た
よ
う

な
数
奇
な
人
生
経
験
で
あ
る
。

メ
ダ
リ
ス
ト（
９
）

つ
る
ま
い
か
だ
著

ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
K
C

　

ペ
ー
ジ
を
め
く
る
手

が
震
え
て
い
る
。
次
の

ペ
ー
ジ
、
次
の
コ
マ
を

見
る
の
が
怖
い
。
そ
れ

で
も
見
届
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
女
た
ち
の
挑

戦
を
。
勝
負
の
結
末
を
。

　

本
作
、『
メ
ダ
リ
ス
ト
』
は
、
何
も
で
き
な
い
少

女
・
結ゆ

い
つ
か束

い
の
り
と
、
選
手
と
し
て
の
夢
を
諦
め
た

青
年
・
明あ

け
う
ら
じ
つ
か
さ

浦
路
司
が
出
会
い
、
選
手
と
コ
ー
チ
と
し

て
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ
ー
ト
の
金
メ
ダ
ル
を
目
指
す

物
語
だ
。
同
世
代
の
日
本
一
を
決
め
る
大
会
に
出
場

し
た
い
の
り
と
司
は
、
ラ
イ
バ
ル
で
あ
り
絶
対
的
王

者
、
狼か

み
さ
き
ひ
か
る

嵜
光
の
演
技
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
会
場

の
空
気
を
支
配
す
る
ほ
ど
の
圧
倒
的
な
演
技
に
怖
気

づ
く
こ
と
な
く
、
い
の
り
は
闘
志
を
示
し
た
。
本
巻

で
つ
い
に
、「
最
強
」
に
挑
む
戦
い
が
幕
を
開
け
る
。

　

精
緻
な
心
理
描
写
、
積
み
重
ね
を
意
識
し
た
ス
ト

ー
リ
ー
の
重
厚
さ
な
ど
、
本
作
の
魅
力
を
挙
げ
れ
ば

き
り
が
な
い
が
、
漫
画
な
ら
で
は
の
魅
力
を
紹
介
し

た
い
。
漫
画
に
お
い
て
は
、
ペ
ー
ジ
と
ペ
ー
ジ
の
間

は
強
制
的
に
情
報
が
遮
断
さ
れ
る
。
自
ら
の
意
思
で

め
く
ら
な
け
れ
ば
、
次
の
未
来
、
登
場
人
物
た
ち
の

行
動
の
結
果
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
読
者
に
能

動
性
を
要
求
す
る
こ
の
構
造
を
利
用
し
、
心
を
揺
さ

ぶ
る
体
験
を
生
み
出
し
て
い
る
。
フ
ィ
ギ
ュ
ア
ス
ケ

ー
ト
に
お
い
て
は
ジ
ャ
ン
プ
が
占
め
る
点
数
配
分
が

非
常
に
高
い
。
そ
し
て
ジ
ャ
ン
プ
の
正
否
は
着
氷
の

瞬
間
に
決
ま
る
。
鮮
や
か
に
跳
ぶ
だ
け
で
終
わ
り
で

は
な
い
の
だ
。
着
氷
の
瞬
間
を
、
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
隠

し
、
読
者
の
意
思
で
見
届
け
さ
せ
る
。
氷
上
に
絶
対

は
無
く
、
残
酷
な
失
敗
を
何
度
も
見
て
き
た
読
者
は

祈
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
降
り
ろ
、
降
り
て
く
れ
、
と
。

　

絶
対
的
強
者
に
挑
ん
だ
彼
女
の
覚
悟
を
、
選
択
の

果
て
を
、
ど
う
か
見
届
け
て
ほ
し
い
。�

（�

筏 

）

（
一
九
二
頁　

税
込
七
五
九
円　

10
月
刊
）

　

筆
者
独
特
の
感
性
か
ら
、
自
身
の
体
験
を
ど
の
よ

う
に
感
じ
、
ど
の
よ
う
に
描
く
の
か
。
様
々
な
突
飛

な
行
動
を
し
て
き
た
無
邪
気
な
「
ト
ッ
ト
ち
ゃ
ん
」

の
行
動
や
感
情
を
、
大
人
に
な
っ
た
黒
柳
徹
子
が
冷

静
に
、
そ
し
て
客
観
的
に
描
写
す
る
。
二
つ
の
視
点

を
傍
観
者
と
し
て
見
守
る
読
者
は
、
そ
の
感
情
に
少

し
戸
惑
い
を
覚
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
で
も
、

筆
者
の
行
動
の
根
底
に
あ
る
両
親
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト

を
非
常
に
強
く
感
じ
ら
れ
る
作
品
で
あ
る
。
そ
ん
な

心
優
し
い
、
そ
し
て
強
い
芯
を
持
つ
女
性
の
人
生
の

ス
ト
ー
リ
ー
で
あ
る
こ
と
は
、
初
め
て
手
に
取
る
人

に
も
良
く
伝
わ
る
だ
ろ
う
。�

（�

プ
ラ
チ 

）

（
二
五
六
頁　

税
込
一
七
五
〇
円　

10
月
刊
）
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恋
で
き
み
が
死
な
な
い
理
由

最
果
タ
ヒ
著

河
出
書
房
新
社

　
「
一
目
惚
れ
」
な
る

も
の
が
存
在
す
る
の
か

は
知
ら
な
い
し
、
世
間

が
騒
ぐ
ほ
ど
の
そ
の
尊

さ
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
少
な
く
と
も
私
は
最

果
タ
ヒ
に
「
一
言
惚
れ
」
し
て
、
私
に
と
っ
て
私
だ

け
の
価
値
が
生
ま
れ
た
事
実
は
揺
る
が
な
い
。

　

本
書
は
詩
人
・
最
果
タ
ヒ
に
よ
る
エ
ッ
セ
イ
集
だ
。

可
愛
ら
し
い
シ
ョ
ー
ト
ケ
ー
キ
が
表
紙
に
踊
る
。

「
恋
の
甘
さ
酸
っ
ぱ
さ
ほ
ろ
苦
さ
が
ポ
ッ
プ
に
し
っ

と
り
綴
ら
れ
て
い
る
ん
で
し
ょ
」
な
ん
て
、
ま
さ
か

そ
う
お
思
い
で
す
か
？　

実
は
こ
の
ケ
ー
キ
、
相
当

な
劇
薬
に
つ
き
取
り
扱
い
に
は
ご
注
意
を
。

　

彼
女
は
言
う
。「
愛
の
気
持
ち
悪
さ
へ
の
肯
定
を
、

愛
の
美
し
さ
と
稀
さ
を
根
拠
に
、
相
手
に
請
求
す
る

の
は
愛
が
な
い
」
と
。
彼
女
は
「
愛
」
や
「
恋
」
と

い
う
言
葉
の
響
き
に
安
易
に
身
を
委
ね
る
こ
と
は
な

い
。
そ
れ
は
「
自
分
自
身
に
も
わ
か
ら
な
い
『
自

分
』
を
、
他
人
に
わ
か
っ
て
ほ
し
い
か
ら
と
簡
単
に

解
釈
し
て
し
ま
う
時
、
な
に
か
を
殺
し
て
い
っ
て
い

る
よ
う
に
私
は
思
う
」
か
ら
。

　

そ
う
し
て
生
ま
れ
た
彼
女
の
言
葉
は
「
自
ら
の
足

元
を
照
ら
す
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
光
」
の
よ
う
な

も
の
で
、
個
別
性
を
突
き
詰
め
た
先
に
宿
る
普
遍
性

が
浮
か
び
上
が
る
。「
一
人
だ
か
ら
こ
そ
、
二
人
は

二
人
の
ま
ま
、
無
理
に
同
化
せ
ず
、
共
感
の
ま
ね
ご

と
な
ど
し
な
く
て
も
、
隣
に
い
る
こ
と
が
で
き
る
ん

だ
」
―
―
剥
き
出
し
の
言
葉
は
孤
独
で
、
温
か
い
。

　

彼
女
と
同
じ
時
代
に
生
き
て
い
て
幸
せ
だ
と
思
う
。

常
に
「
私
だ
け
の
」
最
果
タ
ヒ
と
出
会
え
る
か
ら
。

私
は
仕
事
柄
、
引
用
し
た
い
と
思
っ
た
箇
所
に
付
箋

を
貼
り
な
が
ら
本
を
読
む
。
そ
し
た
ら
ほ
ぼ
全
て
の

ペ
ー
ジ
に
付
箋
が
付
い
て
い
た
、
そ
ん
な
本
で
す
。

ぜ
ひ
「
あ
な
た
だ
け
」
の
最
果
タ
ヒ
を
。（�

浅
煎
り 

）

�

（
一
七
六
頁　

税
込
一
四
三
〇
円　

10
月
刊
）

　

不
思
議
な
本
だ
。
帯

の
背
に
ひ
と
こ
と
、

「
読
め
な
い
時
に
」
と

書
い
て
あ
る
。
そ
れ
き

り
。
だ
が
読
み
進
め
る
と
、
徐
々
に
そ
の
意
味
が
分

か
っ
て
く
る
。
本
書
は
ま
ご
う
こ
と
な
き
、
読
み
た

く
て
も
読
め
な
い
人
の
た
め
の
、
処
方
箋
的
本
だ
。

　

八
四
人
の
著
者
に
よ
る
、「
鬱
」
と
「
本
」
を
取

り
巻
く
エ
ッ
セ
イ
集
。
誰
も
が
知
っ
て
い
る
よ
う
な

小
説
家
や
詩
人
が
書
い
た
も
の
も
あ
れ
ば
、
歌
手
や

画
家
、
コ
ー
ヒ
ー
屋
の
店
主
に
肩
書
き
非
公
開
の
人

な
ど
、
普
段
文
章
を
書
く
こ
と
を
生
業
と
し
て
い
な

い
よ
う
な
人
ま
で
。
て
ん
で
バ
ラ
バ
ラ
な
誰
か
の
、

小
さ
な
物
語
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。

　

誰
か
の
何
で
も
な
い
日
の
、
ぼ
ん
や
り
と
し
た
憂

鬱
と
、
そ
れ
と
共
に
あ
っ
た
本
が
綴
ら
れ
て
い
る
。

読
ん
で
い
て
気
づ
い
た
の
だ
が
、
鬱
は
何
気
な
い
と

こ
ろ
に
し
か
宿
ら
な
い
。
見
る
か
ら
に
悲
惨
な
出
来

事
と
か
、
大
声
で
叫
ん
じ
ゃ
う
よ
う
な
ス
ト
レ
ス
は

も
は
や
鬱
で
は
な
い
。
鬱
と
は
例
え
ば
、
眠
れ
ず
に

散
歩
に
出
か
け
た
時
の
草
木
の
匂
い
だ
っ
た
り
、
小

さ
い
頃
読
ん
で
も
ら
っ
た
絵
本
の
不
安
げ
な
ス
ト
ー

リ
ー
だ
っ
た
り
、
夕
方
の
ニ
ュ
ー
ス
が
耳
障
り
で
落

ち
着
か
な
い
こ
と
だ
っ
た
り
す
る
。
私
た
ち
は
普
段
、

こ
う
し
た
自
分
だ
け
の
陰
鬱
さ
を
人
に
見
せ
ま
い
と

し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
本
書
を
読
む
と
気
づ
く
。

誰
も
が
奥
底
に
素
朴
な
不
安
を
抱
え
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
、
そ
の
た
め
に
本
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
。

　

一
編
の
エ
ッ
セ
イ
が
見
開
き
ペ
ー
ジ
に
収
ま
っ
て

い
て
、「
読
め
な
い
」
時
に
寝
そ
べ
っ
て
、
手
当
た

り
次
第
に
ペ
ー
ジ
を
開
く
の
に
ち
ょ
う
ど
い
い
。
エ

ッ
セ
イ
を
最
後
ま
で
読
ま
な
く
た
っ
て
、
途
中
か
ら

読
ん
だ
っ
て
い
い
。
誰
か
の
言
葉
に
触
れ
る
こ
と
で
、

心
が
ち
ょ
っ
と
軽
く
な
る
本
。�

（�

茫
漠 

）

（
一
九
五
頁　

税
込
一
九
八
〇
円　

11
月
刊
）

鬱
の
本

点
滅
社
編
集
部
編

点
滅
社
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う
れ
し
い
近
況

岡
野
大
嗣
著

太
田
出
版

　

短
歌
は
日
常
を
切
り

取
っ
て
別
の
知
ら
な
い

世
界
に
し
て
く
れ
る
か

ら
好
き
。
知
ら
な
い
と

い
う
か
、
目
に
映
し
て
も
脳
に
映
し
て
い
な
か
っ
た

と
い
う
か
。
認
識
と
は
ず
れ
て
い
る
け
れ
ど
言
わ
れ

て
み
る
と
確
か
に
！

と
な
る
の
が
爽
快
な
の
だ
。

　

短
歌
の
切
り
口
は
様
々
だ
け
れ
ど
、
岡
野
大
嗣
の

短
歌
は
沢
山
の
色
の
光
を
反
射
す
る
き
ら
き
ら
暖
か

い
カ
ケ
ラ
た
ち
、
と
い
う
印
象
だ
。
丸
み
を
帯
び
た

も
の
が
多
い
け
れ
ど
た
ま
に
尖
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
、

油
断
し
て
い
る
と
血
を
舐
め
る
こ
と
に
な
る
。

　

本
作
も
そ
の
よ
う
な
彼
の
持
ち
味
が
存
分
に
味
わ

え
る
。
新
た
な
試
み
と
し
て
、
今
回
は
短
い
小
説
が

収
録
さ
れ
て
い
る
。「
Ｆ
Ｍ
オ
レ
ン
ジ
」。
幼
い
ま
る
0

0

の
目
を
通
し
た
世
界
を
描
く
。「
大
き
な
あ
く
び
を

す
る
よ
う
に
夕
日
が
と
つ
ぜ
ん
明
る
く
な
っ
て
、
ま

る
の
目
に
う
つ
る
全
部
が
オ
レ
ン
ジ
に
染
ま
り
ま
し

た
」。
空
に
た
ゆ
た
う
鳥
の
む
れ
、道
路
の
「
と
ま
れ
」

の
白
、
ハ
ン
ド
ル
を
き
つ
く
に
ぎ
る
お
か
あ
さ
ん
の

日
よ
け
の
手
ぶ
く
ろ
、
と
な
り
で
寝
息
を
た
て
て
い

る
お
と
う
と
の
よ
だ
れ
、
ト
ン
ネ
ル
の
あ
か
り
。
ど

奇
病
庭
園

川
野
芽
生
著

文
藝
春
秋

　
「
こ
の
物
語
は
何
の

意
味
も
な
い
言
葉
で
、

何
の
意
味
も
持
っ
た
こ

と
の
な
い
言
葉
で
、
綴

ら
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
ほ
ん
と
う
は
」。
伝
え
よ
う

と
言
葉
に
し
た
瞬
間
に
、
伝
え
た
か
っ
た
こ
と
が
言

葉
の
持
つ
意
味
に
押
し
込
め
ら
れ
、
思
い
通
り
に
伝

え
ら
れ
な
い
感
覚
を
覚
え
た
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
書
か
ら
は
、
著
者
・
川
野
芽め

ぐ
み生
氏
の
あ
り
っ
た
け

が
、
日
本
語
で
は
（
あ
る
い
は
ど
ん
な
言
語
で
も
）

表
現
し
切
れ
な
い
こ
と
が
痛
い
ほ
ど
伝
わ
っ
て
く
る
。

　

本
書
を
読
む
と
感
じ
る
こ
と
が
も
う
一
つ
あ
る
。

そ
れ
は
、
現
実
世
界
が
「
普
通
」
と
い
う
曖
昧
さ
の

上
に
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
「
普

通
」
は
、
空
気
の
よ
う
に
存
在
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

人
間
な
ら
言
葉
は
通
じ
る
も
の
だ
、
子
を
孕
む
の
は

女
に
と
っ
て
最
上
の
幸
せ
だ
、
美
人
な
ら
苦
し
み
と

無
縁
だ
な
ど
。
だ
が
、
誰
が
「
普
通
」
を
定
め
た
と

い
う
の
だ
ろ
う
か
。
例
に
挙
げ
た
も
の
を
含
め
、

「
普
通
」
を
揺
さ
ぶ
り
、
そ
の
曖
昧
さ
を
露
呈
さ
せ

る
話
が
多
く
登
場
す
る
。

　

三
二
編
の
短
編
が
織
り
な
す
幻
想
小
説
で
あ
る
本

書
は
、「
奇
病
が
流
行
っ
た
」
の
一
文
か
ら
始
ま
る
。

奇
病
に
よ
り
人
々
は
角
や
翼
を
失
っ
た
。
患
わ
な
か

っ
た
者
た
ち
が
患
っ
た
者
た
ち
を
庭
に
囲
っ
た
結
果

交
配
が
進
み
、
角
も
、
翼
も
、
鉤
爪
も
、
尾
も
、
鱗

も
、
毛
皮
も
、
魂
も
持
た
な
い
一
群
が
誕
生
し
た
。

し
か
し
、
こ
の
集
団
の
中
に
、
失
っ
た
も
の
を
再
び

備
え
る
者
た
ち
が
突
如
現
れ
、
庭
を
恐
怖
に
陥
れ
た
。

こ
の
物
語
は
、
そ
の
様
子
を
具つ

ぶ
さ

に
描
く
。
た
だ
し
、

失
っ
た
も
の
を
再
び
備
え
る
者
た
ち
の
視
点
か
ら
。

　

無
意
識
に
内
面
化
し
た
「
普
通
」
を
壊
し
、
庭
の

墻か
き

を
越
え
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
。
本
当
は
、
あ
な
た

に
は
角
も
翼
も
何
も
か
も
あ
る
の
だ
か
ら
。（�

前
髪 

）

�

（
二
四
八
頁　

税
込
二
二
〇
〇
円　

8
月
刊
）

れ
も
オ
レ
ン
ジ
で
、
ど
の
オ
レ
ン
ジ
も
違
う
色
。
透

明
で
ま
ん
ま
る
な
目
に
還
る
こ
と
が
で
き
る
作
品
だ
。

　

音
楽
に
纏
わ
る
も
の
が
多
い
の
も
岡
野
短
歌
の
特

徴
だ
。「
シ
ー
ル
ド
を
ギ
タ
ー
ア
ン
プ
に
差
す
と
き

に
剥
が
れ
る
神
の
か
さ
ぶ
た
の
音
」「
彗
星
が
尾
を

引
く
よ
う
な
ア
ウ
ト
ロ
を
抱
き
し
め
て
か
ら
告
げ
る

曲
名
」
な
ん
て
痺
れ
る
。「
捨
て
る
た
め
傷
つ
け
た

Ｃ
Ｄ

－

Ｒ
光
が
春
を
連
れ
て
し
み
こ
む
」
は
大
人
に

な
っ
て
Ｃ
Ｄ

－
Ｒ
を
整
理
し
て
い
る
時
の
優
し
い
切

な
さ
を
思
う
。
青
春
を
支
え
て
く
れ
た
音
楽
が
傷
か

ら
空
へ
溶
け
出
す
よ
う
で
美
し
い
。
こ
の
歌
集
も
何

年
何
月
何
日
の
貴
方
に
も
寄
り
添
う
一
冊
だ
と
思
う
。

（�

黄
丹 

）

（
一
四
四
頁　

税
込
二
二
〇
〇
円　

10
月
刊
）
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戦
争

ル
イ
＝
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
・
セ
リ
ー
ヌ
著

森
澤
友
一
朗
訳

ル
リ
ユ
ー
ル
叢
書

　

一
九
三
二
年
に
、
そ

の
第
一
作
を
「
も
う
何

も
言
う
こ
と
は
な
い
」、

と
締
め
く
く
っ
た
セ
リ

ー
ヌ
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
九
六
一
年
の
死

の
前
日
ま
で
何
事
か
を
言
い
続
け
て
止
ま
な
か
っ
た
。

そ
し
て
死
後
六
〇
年
を
経
て
、
盗
難
さ
れ
て
い
た
原

稿
が
発
見
さ
れ
た
。
彼
は
い
ま
一
度
、
死
し
て
な
お
、

地
獄
の
底
か
ら
叫
び
は
じ
め
る
―
―

　

先
に
触
れ
た
第
一
作
の
『
夜
の
果
て
へ
の
旅
』
で

曖
昧
に
ぼ
か
さ
れ
て
い
た
時
期
を
描
く
こ
の
作
品
は
、

第
一
次
大
戦
の
酸
鼻
で
幕
を
開
け
る
。
戦
争
の
景
色

を
一
夜
に
し
て
変
え
て
し
ま
っ
た
大
殺
戮
を
な
ん
と

か
逃
げ
の
び
た
主
人
公
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
は
、
負
傷

で
朦
朧
と
し
た
意
識
の
ま
ま
野
戦
病
院
に
収
容
さ
れ

る
、
が
、
そ
こ
は
も
う
一
つ
の
地
獄
に
他
な
ら
な
か

っ
た
。
隣
の
ベ
ッ
ド
に
居
合
わ
せ
た
同
じ
く
負
傷
兵

で
あ
る
べ
ベ
ー
ル
と
と
も
に
、
不
気
味
に
醜
い
人
々

の
間
を
縫
っ
て
、
二
人
は
も
う
一
つ
の
「
夜
の
果

て
」
へ
と
赴
く
こ
と
に
な
る
。

　

だ
が
、
こ
の
作
品
を
特
徴
づ
け
る
の
は
な
に
も
そ

の
悲
惨
さ
ば
か
り
で
は
な
い
。
セ
リ
ー
ヌ
の
特
徴
で

あ
る
猥
雑
な
語
り
は
、
日
本
語
に
移
し
替
え
ら
れ
て

な
お
独
特
の
リ
ズ
ム
を
保
っ
て
心
地
良
い
し
（
翻
訳

者
に
拍
手
を
！
）、
そ
し
て
醜
さ
を
突
き
抜
け
た
先

に
は
現
代
の
言
説
に
お
け
る
禁
じ
手
と
化
し
つ
つ
あ

る
、
異
様
な
笑
い
が
漂
う
。

　

と
ま
れ
、
文
体
を
武
器
と
す
る
小
説
に
つ
い
て
は
、

作
品
の
言
葉
そ
の
も
の
に
語
ら
せ
る
ほ
か
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
。
セ
リ
ー
ヌ
と
会
見
し
た
あ
る
研
究
者

は
、
か
つ
て
彼
を
「
一
眼
巨
人
」
だ
と
言
っ
て
み
せ

た
。
私
た
ち
読
者
も
ま
た
、
あ
る
か
な
き
か
の
目
を

全
力
で
見
開
い
て
、
そ
の
よ
う
な
彼
の
姿
を
見
つ
め

返
さ
ね
ば
な
る
ま
い
。�

（�

投
稿
・
コ
ー
ク 

）

�

（
二
七
二
頁　

税
込
二
七
五
〇
円　

11
月
刊
）

　
「
二
〇
一
七
年
の
春
、

徳
正
寺
の
境
内
に
あ
る

六
角
堂
（
納
骨
堂
）
の

片
づ
け
を
し
て
い
る
と
、

須
弥
壇
の
下
の
収
納
奥
深
く
か
ら
埃
を
か
ぶ
っ
た
六

冊
の
日
記
帳
が
出
て
き
た
。
薄
暗
い
堂
内
で
そ
れ
を

開
け
る
と
、
女
学
校
に
通
う
大
伯
母
の
多
感
な
十
代

が
現
わ
れ
て
び
っ
く
り
し
て
し
ま
っ
た
」。

　

徳
正
寺
は
、
京
都
の
四
条
通
を
少
し
下
っ
た
四
条

富
小
路
に
佇
む
真
宗
大
谷
派
の
お
寺
。
そ
こ
の
住
職

で
あ
る
本
書
の
編
者
・
井
上
迅
は
あ
る
日
、
大
伯
母

に
あ
た
る
井
上
正
子
（
一
九
〇
六
‐
一
九
九
八
）
の

日
記
を
発
見
し
た
。
一
二
歳
か
ら
一
六
歳
に
至
る
ま

で
の
日
々
の
生
活
を
綴
っ
た
日
記
―
―
。
そ
れ
は
百

年
前
の
京
都
を
生
き
た
ひ
と
り
の
女
学
生
の
悲
喜
こ

も
ご
も
を
伝
え
る
、
貴
重
な
資
料
だ
っ
た
。

　

大
文
字
山
や
三
条
大
橋
、
丸
善
や
大
丸
な
ど
、
聞

き
馴
染
み
の
あ
る
地
名
や
建
物
が
各
所
に
登
場
す
る

た
め
か
、
遠
い
時
間
を
生
き
た
正
子
の
こ
と
が
今
で

は
身
近
に
感
じ
ら
れ
る
。
正
子
が
百
年
前
に
歩
い
た

道
を
自
分
も
今
歩
い
て
い
る
の
だ
、
そ
の
こ
と
が
意

識
さ
れ
た
と
き
、
私
は
不
思
議
な
感
覚
に
陥
っ
た
。

そ
れ
は
過
去
が
そ
の
ま
ま
現
在
に
流
れ
込
ん
で
く
る

よ
う
な
、
そ
ん
な
感
覚
だ
っ
た
。
正
子
の
生
の
痕
跡

は
、
京
都
の
そ
こ
か
し
こ
に
今
も
ま
だ
残
さ
れ
て
い

る
―
―
読
後
、
そ
う
し
た
思
い
が
頭
か
ら
離
れ
な
い
。

　

日
記
を
読
む
と
、
正
子
の
「
死
」
に
対
す
る
意
識

の
鋭
敏
さ
に
驚
か
さ
れ
る
。
一
九
二
二
年
九
月
一
一
日

の
日
記
―
―
「
夏
中
を
私
等
を
毎
朝
毎
朝
楽
し
ま
し

て
呉
れ
た
、
朝
顔
の
淋
し
い
末
路
を
見
た
時
、
又
生

の
空
虚
さ
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
の
で
し
た
」。
正
子

は
そ
の
後
、
お
そ
ら
く
は
多
く
の
喜
び
と
悲
し
み
を

経
験
し
つ
つ
、
九
一
歳
で
こ
の
世
を
去
っ
た
。
私
は

彼
女
の
こ
と
を
記
憶
し
続
け
た
い
と
思
う
。�

（�

ぱ
や 

）

�

（
四
六
四
頁　

税
込
三
〇
八
〇
円　

11
月
刊
）

た
め
さ
る
る
日

井
上
正
子
日
記
１
９
１
８

－

１
９
２
２

井
上
正
子
著
、井
上
迅
編

法
蔵
館
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西
洋
の
護
符
と
呪ま
じ
ない

プ
リ
ニ
ウ
ス
か
ら�

ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
ま
で

尾
形
希
和
子
著
　
八
坂
書
房

　

コ
ロ
ナ
禍
の
真
っ
只

中
、
疫
病
封
じ
の
妖
怪

〝
あ
ま
び
え
〟
に
注
目

が
集
ま
っ
た
。
人
は
、

人
知
の
及
ば
ぬ
禍
に
面
す
る
と
き
、
超
自
然
的
存
在

に
頼
ろ
う
と
す
る
。
古
代
よ
り
、
人
間
生
活
に
は
こ

う
し
た
呪
術
的
思
考
が
根
を
下
ろ
し
て
き
た
。
そ
の

思
考
の
結
実
で
あ
る
芸
術
的
表
象
や
風
習
に
目
を
留

め
な
が
ら
、
本
書
は
イ
タ
リ
ア
を
中
心
と
す
る
西
洋

諸
外
国
の
〝
魔
除
け
〟、
ひ
い
て
は
そ
の
地
に
住
ま

う
人
々
の
精
神
性
を
物
語
る
。

　

長
い
人
類
史
に
お
い
て
、
力
を
与
え
る
、
と
信
じ

ら
れ
て
き
た
も
の
は
数
多
い
。
そ
の
な
か
か
ら
本
書

が
取
り
上
げ
た
事
物
は
八
つ
―
―
角コ

ル
ナ
、
赤
、
石
、
薬

草
、
目
、
結
び
目
、
生
殖
、
聖
人
。
い
ず
れ
も
現
代

に
至
る
ま
で
効
力
を
失
う
こ
と
な
く
、
人
々
の
願
い

を
託
さ
れ
続
け
て
き
た
も
の
た
ち
だ
。

　

薬
草
の
力
を
例
に
挙
げ
よ
う
。
か
つ
て
、
疫
病
対

策
や
悪
霊
退
散
に
は
香
り
袋
が
有
効
と
さ
れ
た
。
芳

し
い
香
に
よ
っ
て
、
腐
敗
し
た
空
気
が
浄
化
さ
れ
る

と
信
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
単
な
る
迷
信
と

切
り
捨
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ハ
ー
ブ
が
抗
酸
化

所
有
と
分
配
の
人
類
学

―
―�
エ
チ
オ
ピ
ア
農
村
社
会
か
ら�

私
的
所
有
を
問
う

松
村
圭
一
郎
著
　
ち
く
ま
学
芸
文
庫

　

あ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
の

農
村
、
滞
在
先
の
大
家

が
自
分
の
ラ
ジ
オ
を
持

っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
は
「
わ
た
し
の
も
の
」
で
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ

う
か
―
―
そ
の
些
細
な
違
和
感
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

著
者
は
あ
た
り
ま
え
に
あ
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た

「
私
的
所
有
」
を
問
い
直
す
こ
と
に
な
る
。

　
『
く
ら
し
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
』
な
ど
で
知
ら
れ
る
文

化
人
類
学
者
・
松
村
圭
一
郎
の
「
博
論
本
」
が
文
庫

に
な
っ
て
復
刊
し
た
、
そ
れ
が
本
書
で
あ
る
。

　

博
士
論
文
が
も
と
に
な
っ
て
い
る
だ
け
に
、
緻

密
な
事
例
の
記
述
が
紙
幅
の
大
部
分
を
占
め
て
い

る
。
畑
を
耕
す
小
作
と
地
主
の
間
で
の
収
穫
物
の

分
配
、
物
乞
い
に
対
し
て
感
じ
る
う
し
ろ
め
た
さ
、

複
雑
な
家
族
内
で
の
土
地
相
続
の
せ
め
ぎ
あ
い
、

後
か
ら
村
に
や
っ
て
き
た
「
国
家
」
に
よ
る
統
治
。

所
有
と
分
配
に
関
す
る
ミ
ク
ロ
な
事
例
を
収
集
し
、

検
討
を
重
ね
る
。
そ
の
中
で
浮
か
び
上
が
っ
て
く

る
「
所
有
」
の
形
態
は
、
国
家
や
法
に
よ
っ
て
一

つ
に
定
ま
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
地
域
の
慣
習

や
規
範
、
信
仰
、
そ
し
て
妬
み
や
う
し
ろ
め
た
さ

と
い
っ
た
感
情
が
相
互
に
作
用
し
、
そ
の
時
々
に

形
作
ら
れ
て
い
く
の
だ
。

　

日
常
か
ら
事
例
を
集
め
て
、
そ
こ
で
何
が
起
き
て

い
た
か
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
解
釈
し
て
い
く
。
や
が
て

そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
が
結
び
付
く
と
、
自
明
視
し
て
い

た
も
の
が
足
場
か
ら
崩
れ
て
い
く
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス

こ
そ
が
ま
さ
に
文
化
人
類
学
の
営
み
で
あ
り
、
前
提

か
ら
全
て
を
覆
さ
れ
る
知
的
興
奮
が
本
書
に
は
あ
る
。

　

本
書
で
記
述
さ
れ
る
エ
チ
オ
ピ
ア
で
の
経
験
は
、

近
年
の
松
村
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
論
の
源
流
で
も
あ
る
。

あ
た
り
ま
え
を
さ
ら
り
と
壊
し
て
し
ま
う
か
ら
、
彼

の
文
章
は
読
ま
れ
る
の
だ
ろ
う
。�

（�

た
い
や
き 

）

（
四
四
八
頁　

税
込
一
六
五
〇
円　

11
月
刊
）

作
用
や
抗
菌
作
用
と
い
っ
た
効
果
を
も
つ
の
は
、
今

で
は
周
知
の
事
実
な
の
だ
か
ら
。
ま
た
、
一
七
世
紀

イ
タ
リ
ア
で
は
、
ハ
ー
ブ
を
漬
け
込
ん
だ
ア
ル
コ
ー

ル
が
、
薬
草
の
力
に
対
す
る
祈
願
を
込
め
て
こ
う
呼

ば
れ
た
、「
奇ア

ク
ア
・
ミ
ラ
ビ
リ
ス

跡
の
水
」
と
。
そ
し
て
こ
の
現
代
、

コ
ロ
ナ
禍
の
中
で
、
あ
る
フ
ラ
ン
ス
の
香
水
博
物
館

が
こ
の
「
奇
跡
の
水
」
を
再
び
作
り
始
め
た
と
い
う
。

　

護
符
や
呪
い
と
い
っ
た
超
自
然
的
力
を
信
じ
る
こ

と
、
そ
れ
は
単
な
る
妄
信
で
は
な
い
。
人
間
の
脆
さ
、

現
世
界
の
脆
弱
さ
を
理
解
し
た
う
え
で
、
自
然
の
一

部
と
し
て
生
き
て
い
く
道
を
模
索
す
る
第
一
歩
な
の

だ
―
―
著
者
の
思
い
が
胸
に
響
く
。�

（�

は
ら
ん 

）

�

（
二
四
〇
頁　

税
込
二
四
二
〇
円　

7
月
刊
）
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体
育
が
き
ら
い

坂
本
拓
弥
著

ち
く
ま
プ
リ
マ
ー
新
書

近
代
美
学
入
門

井
奥
陽
子
著

ち
く
ま
新
書

社
会
学
の
新
地
平

─
─
ウ
ェ
ー
バ
ー
か
ら
ル
ー
マ
ン
へ

佐
藤
俊
樹
著
　
岩
波
新
書

　
「
も
の
の
感
じ
方
は
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
る
」
と

著
者
は
指
摘
す
る
。
我
々
の
価
値
観
は
育
っ
て
き
た

文
化
や
思
想
の
影
響
を
受
け
る
。
そ
し
て
何
を
美
し

く
感
じ
、
何
を
芸
術
と
み
な
す
か
も
例
外
で
は
な
い
。

我
々
が
美
や
芸
術
に
つ
い
て
抱
い
て
い
る
常
識
の
多

く
は
、
近
代
西
洋
で
成
立
し
た
価
値
観
で
あ
り
、
普

遍
的
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
。

　

本
書
で
は
、
一
七
世
紀
後
半
か
ら
一
九
世
紀
初
頭

を
中
心
と
し
た
、
西
洋
近
代
美
学
思
想
史
の
変
遷
が

綴
ら
れ
て
い
る
。
芸
術
概
念
の
誕
生
か
ら
始
ま
り
、

職
人
か
ら
区
別
さ
れ
る
か
た
ち
で
の
芸
術
家
の
誕
生
、

そ
し
て
美
の
自
律
が
説
明
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
西
洋

近
代
美
学
を
象
徴
す
る
風
景
の
美
、
崇
高
と
ピ
ク
チ

ャ
レ
ス
ク
を
通
じ
て
、
近
代
に
お
け
る
大
き
な
美
意

識
の
転
換
が
示
さ
れ
る
。

　

芸
術
や
美
と
い
っ
た
感
覚
的
で
曖
昧
な
概
念
が
歴

史
的
経
緯
と
と
も
に
整
理
さ
れ
る
こ
と
で
、
す
っ
き

り
と
し
た
形
で
理
解
で
き
る
。
加
え
て
、
各
章
の
最

後
に
は
、
近
代
美
学
の
抱
え
る
問
題
や
、
派
生
し
た

価
値
観
が
紹
介
さ
れ
、
型
に
は
ま
る
だ
け
で
な
い
柔

軟
な
姿
勢
を
示
し
て
く
れ
る
。
自
ら
の
価
値
観
を
再

考
す
る
き
っ
か
け
と
な
る
一
冊
。�
（�
筏 

）
�

（
三
二
○
頁　

税
込
一
二
一
○
円　

10
月
刊
）

　

突
然
だ
が
、
体
育
の
授
業
は
好
き
だ
っ
た
だ
ろ
う

か
。
あ
な
た
は
体
育
好
き
だ
っ
た
と
し
て
も
、「
本

当
に
嫌
だ
」「
何
で
こ
ん
な
こ
と
を
や
ら
さ
れ
る
ん

だ
」
と
ふ
く
れ
っ
つ
ら
を
し
て
い
る
友
人
が
身
近
に

い
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
こ
の
「
体
育
ぎ
ら
い
」
の

問
題
に
、
誰
よ
り
も
真
剣
に
向
き
合
っ
て
い
る
の
が

著
者
だ
。「
体
育
哲
学
」
な
る
学
問
を
専
門
に
し
、

自
身
も
学
生
に
体
育
や
ス
ポ
ー
ツ
を
教
え
て
い
る
。

　

著
者
は
、
現
代
の
日
本
の
体
育
教
育
の
様
々
な
問

題
点
を
指
摘
し
、「『
体
育
』
な
ん
て
好
き
に
な
ら
な

く
て
も
い
い
」
と
、
繰
り
返
し
語
る
。
規
律
を
守
ら

せ
る
こ
と
が
体
育
の
本
質
で
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、

体
育
＝
ス
ポ
ー
ツ
と
い
う
の
も
間
違
っ
て
い
る
。
本

来
の
「
体
育
」
と
は
「
賢
い
か
ら
だ
の
使
い
方
」
を

学
ぶ
場
な
の
で
あ
り
、
球
技
や
体
操
は
そ
れ
を
体
得

す
る
た
め
の
手
段
の
一
つ
に
過
ぎ
な
い
。

　

人
と
の
握
手
の
仕
方
や
場
に
適
切
な
声
の
出
し
方
、

リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
寝
方
な
ど
も
「
体
育
」
だ
と
す

る
著
者
の
主
張
は
興
味
深
い
。
欲
を
言
え
ば
実
践
例

を
も
う
少
し
見
た
か
っ
た
が
。
よ
り
よ
く
生
き
る
た

め
に
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
か
ら
だ
と
向
き
合
え

ば
良
い
の
か
を
、
考
え
さ
せ
ら
れ
る
一
冊
。（�

茫
漠 

）

�

（
二
二
四
頁　

税
込
九
六
八
円　

10
月
刊
）

　

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
。『
プ

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主
義
の
精
神

ロ
倫
』
の
著
者

に
し
て
日
本
で
最
も
有
名
な
社
会
学
者
だ
ろ
う
。
し

か
し
ど
う
だ
。
も
し
も
従
来
の
ウ
ェ
ー
バ
ー
像
が
一

新
さ
れ
る
の
だ
と
し
た
ら
…
…
。

　

著
者
曰
く
、
こ
れ
ま
で
は
『
プ
ロ
倫
』
の
訳
者
・

大
塚
に
よ
る
マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
ウ
ェ
ー
バ
ー
読
解

が
主
流
で
あ
っ
た
。
し
か
し
著
者
は
海
外
の
最
新
の

研
究
動
向
を
踏
ま
え
、
真
に
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
向
き
合

お
う
と
し
た
謎
―
―
「
資
本
主
義
の
精
神
」
と
は
何

か
？
―
―
を
、
精
緻
な
資
料
読
解
に
基
づ
き
再
構
築

し
て
い
く
。
そ
の
鍵
と
な
る
の
が
現
代
の
社
会
学
の

巨
匠
・
ル
ー
マ
ン
だ
。
難
解
な
社
会
シ
ス
テ
ム
論
で

知
ら
れ
る
彼
は
、「
合
理
的
組
織
」
へ
の
着
目
に
お

い
て
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
意
外
な
共
振
を
見
せ
る
。
そ
こ

に
こ
そ
、「
資
本
主
義
の
精
神
」
の
謎
は
潜
む
。

　

本
書
は
専
門
的
な
議
論
も
多
く
、
初
学
者
に
は
や

や
ハ
ー
ド
ル
が
高
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
古ウ

ェ
ー
バ
ー典

か
ら

新
た
な
古ル

ー
マ
ン典

に
通
底
す
る
ミ資

本

主

義

の

精

神

ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
を

解
き
明
か
し
て
い
く
そ
の
手
腕
は
、
学
術
的
興
奮
を

か
き
た
て
や
ま
な
い
。『
プ
ロ
倫
』
の
現
代
的
な
可

能
性
を
切
り
拓
く
本
書
―
―
新
地
平
を
謳
う
そ
の
タ

イ
ト
ル
に
偽
り
は
な
い
。�

（�

浅
煎
り 

）

�

（
三
二
〇
頁　

税
込
一
二
七
六
円　

11
月
刊
）

新書コーナー新書コーナー
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伝
わ
る
と
嬉
し
い
。

　
「
さ
っ
む
‼

私
立
の
受
験
日
ぐ
ら
い
寒
い
‼
」

　

ク
リ
ス
マ
ス
が
終
わ
っ
て
初
雪
が
舞
う
時
期
、『�

正
反
対
な
君
と
僕 

』（
ジ
ャ

ン
プ
コ
ミ
ッ
ク
ス
）
の
元
気
な
女
子
高
生
・
鈴
木
さ
ん
の
一
言
で
あ
る
。
例
え

ば
、
誰
か
と
寒
さ
を
共
有
し
た
い
と
き
、
大
き
な
声
で
叫
ん
で
み
た
り
、
身
振

り
手
振
り
で
表
現
し
て
み
た
り
す
る
。
も
し
く
は
、
鈴
木
さ
ん
み
た
い
に
、
ど

の
く
ら
い
寒
い
の
か
言
葉
で
伝
え
て
み
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

何
か
一
つ
伝
え
た
い
こ
と
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
伝
え
方
は
無
限
に
あ
り
、

そ
し
て
、
言
葉
で
伝
え
る
と
し
た
ら
こ
れ
も
ま
た
無
数
の
選
択
肢
か
ら
あ
る
一

つ
の
言
葉
を
選
ぶ
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
相
手
は
自
分
と
は
別
の
人
間
だ
。

別
の
場
所
で
別
の
時
間
を
過
ご
し
て
き
た
他
人
で
あ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
と
は
本
来
と
て
も
難
し
い
も
の
な
の
だ
。
無
限
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
を

選
ん
で
、
自
分
と
は
別
の
人
間
に
何
か
を
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
簡
単
な
は
ず

が
な
い
。
で
は
諦
め
て
し
ま
う
か
。
否
、
そ
れ
は
も
っ
た
い
な
い
。
そ
う
思
わ

ず
に
は
い
ら
れ
な
い
二
つ
の
作
品
を
こ
こ
に
紹
介
し
た
い
。

　

一
作
目
、
冒
頭
の
台
詞
が
登
場
す
る
『�

正
反
対

な
君
と
僕 

』
は
、
と
て
も
明
る
い
、
し
か
し
い
つ

も
空
気
を
読
ん
で
振
舞
っ
て
し
ま
う
鈴
木
さ
ん
が
、

物
静
か
だ
が
、
他
人
に
流
さ
れ
な
い
谷
く
ん
に
片

思
い
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。
周
り
の
目
が
気
に
な
る
鈴
木
さ
ん
は
、

谷
く
ん
に
普
通
に
話
し
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。「
谷
く
ん
に
憧
れ
て
い
る

の
に　

私
は
谷
く
ん
と
は
真
逆
の
人
間
な
の
だ
」
と
自
己
嫌
悪
気
味
の
鈴
木
さ

ん
だ
が
、
彼
女
は
そ
こ
で
止
ま
ら
な
い
。
谷
く
ん
に
対
し
て
も
、
周
り
の
友
達

に
対
し
て
も
、
言
葉
を
尽
く
し
て
伝
え
よ
う
と
試
み
る
。
自
分
と
は
〝
正
反

対
〟
の
他
人
と
関
係
を
築
く
そ
の
姿
勢
は
と
て
も
誠
実
だ
。
そ
し
て
鈴
木
さ
ん

の
周
り
の
愉
快
な
友
達
も
そ
れ
に
応
え
る
。
作
中
飛
び
交
う
言
葉
は
と
て
も
軽

や
か
で
、
し
か
し
忘
れ
が
た
い
も
の
ば
か
り
だ
。
こ
う
し
て
描
か
れ
る
彼
ら
の

日
々
は
、
隅
々
ま
で
愛
お
し
く
て
目
が
離
せ
な
い
。

　

続
い
て
、『�

氷
の
城
壁 

』（
ジ
ャ
ン
プ
コ
ミ
ッ
ク

ス
）
も
同
じ
く
舞
台
は
高
校
生
活
。
一
人
が
気
楽

で
、
他
人
に
踏
み
込
ま
れ
た
く
な
い
小
雪
に
、
良

か
れ
と
思
っ
て
距
離
を
詰
め
て
く
る
ミ
ナ
ト
。
そ

ん
な
ミ
ナ
ト
に
対
し
て
小
雪
は
壁
を
作
る
。
こ
れ
ま
で
理
屈
で
相
手
を
理
解
で

き
る
と
思
っ
て
い
た
ミ
ナ
ト
だ
が
、
小
雪
と
関
わ
る
中
で
思
い
至
る
。「
違
い

過
ぎ
る
ん
だ　

価
値
観
も
考
え
方
も　

俺
に
と
っ
て
の
正
解
と　

あ
の
人
に
と

っ
て
の
正
解
が
違
い
過
ぎ
る
」
と
。
お
互
い
が
違
い
過
ぎ
る
と
気
付
い
た
と
こ

ろ
か
ら
関
係
は
始
ま
る
。
本
作
は
、
ぎ
こ
ち
な
い
言
葉
が
少
し
ず
つ
彼
ら
の
関

係
を
変
え
て
い
く
。
そ
こ
が
と
て
も
良
い
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
寒
さ
を
形
容
す
る
表
現
と
し
て
「
私
立
の
受
験
日
ぐ
ら

い
」
と
は
、
な
ん
て
絶
妙
な
表
現
だ
ろ
う
か
。
そ
の
寒
さ
が
一
瞬
で
想
像
で
き

て
し
ま
う
。
一
年
の
中
で
寒
い
日
は
た
く
さ
ん
あ
る
。
だ
が
、
お
正
月
や
ス
キ

ー
合
宿
、
学
年
末
試
験
と
か
よ
り
も
、「
私
立
の
受
験
日
」
が
一
番
良
く
分
か

る
気
が
す
る
。
二
つ
の
作
品
の
作
者
・
阿
賀
沢
紅
茶
先
生
は
、
繊
細
な
心
の
動

き
を
、
読
者
が
「
あ
ぁ
、
そ
れ
だ
！
」
と
思
う
絶
妙
な
言
葉
で
も
っ
て
表
現
す

る
。
だ
か
ら
、
高
校
生
活
が
遠
い
過
去
に
な
り
つ
つ
あ
る
今
日
こ
の
頃
だ
が
、

そ
ん
な
言
葉
の
一
つ
一
つ
が
あ
の
頃
の
自
分
を
拾
い
上
げ
て
く
れ
る
気
が
す
る

の
だ
。
そ
し
て
、
他
者
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
諦
め
て
し
ま
い
た
く
な

る
と
き
、
そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
、
と
思
わ
せ
て
く
れ
る
。�

（�

ひ
る
ね 

）
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菌
類
の
ス
ス
メ

　

こ
ん
に
ち
は
。
早
速
で
す
が
、
こ
れ
か
ら
あ
な
た
の
脳
に
色
々
な
菌
が
押
し

か
け
ま
す
。
よ
ろ
し
け
れ
ば
彼
ら
に
あ
な
た
の
脳
の
片
隅
を
貸
し
て
あ
げ
て
い

た
だ
け
ま
せ
ん
か
？

愉
快
な
子
た
ち
な
の
で
、
き
っ
と
楽
し
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
少
し
の
間
お
世
話
に
な
り
ま
す
。

　

最
初
に
や
っ
て
来
た
の
は
『�

も
や
し
も
ん 

』
の
子

た
ち
で
す
。
本
作
は
も
や
し
屋
（
種
麹
屋
・
酒
や

味
噌
と
い
っ
た
発
酵
食
品
の
原
料
と
な
る
麹
菌
を

生
産
し
、
酒
蔵
な
ど
に
卸
す
）
の
次
男
坊
・
沢
木
惣
右
衛
門
直
保
く
ん
と
仲
間

た
ち
に
よ
る
、
農
大
を
舞
台
に
し
た
漫
画
で
す
。
こ
の
沢
木
く
ん
、
菌
が
見
え

ま
す
。
彼
の
目
を
通
し
て
見
る
菌
た
ち
、
と
て
も
か
わ
い
い
で
す
。
ぬ
い
ぐ
る

み
み
た
い
に
ゆ
る
ー
い
の
で
す
。
口
癖
は
「
か醸
も
す
ぞ
ー
」。
例
え
ば
ア
ス
ペ
ル

ギ
ル
ス
・
オ
リ
ゼ
ー
（
黄
麹
菌
）
は
沢
木
く
ん
が
幼
少
の
頃
か
ら
実
家
の
蔵
で

一
緒
に
遊
ん
で
い
て
、
い
つ
も
彼
の
頭
や
肩
に
乗
っ
か
っ
て
い
ま
す
。
サ
ッ
カ
ロ

マ
イ
セ
ス
・
セ
レ
ビ
ジ
エ
は
酒
造
り
に
欠
か
せ
な
い
酵
母
。
糖
か
ら
ア
ル
コ
ー

ル
を
つ
く
り
ま
す
。
分
裂
増
殖
す
る
と
お
で
こ
に
ポ
コ
ッ
と
お
で
き
が
で
き
る

の
が
キ
ュ
ー
ト
。『
も
や
し
も
ん
』
の
世
界
は
ゆ
る
く
楽
し
い
で
す
。
皆
で
日
本

酒
を
造
っ
た
り
フ
ラ
ン
ス
の
ワ
イ
ン
蔵
へ
行
っ
た
り
ミ
ス
農
大
し
た
り
。
急
に

グ
ッ
と
来
る
シ
ー
ン
が
出
て
く
る
の
が
ず
る
い
。「
食
糧
自
給
率
を
上
げ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
」「
農
薬
を
使
っ
て
は
い
け
な
い
」
な
ど
の
定
型
文
に
対
し
、
ち
ょ

っ
と
違
う
と
こ
ろ
を
描
い
て
い
る
の
も
ポ
イ
ン
ト
。
登
場
人
物
た
ち
が
自
分
で

考
え
調
べ
る
人
た
ち
で
、
そ
こ
に
著
者
・
石
川
さ
ん
の
美
学
が
反
映
さ
れ
て
い

ま
す
。
か
っ
こ
い
い
。
他
に
も
地
ビ
ー
ル
回
に
実
在
の
ビ
ー
ル
職
人
さ
ん
た
ち

に
協
力
を
募
っ
た
企
画
や
単
行
本
で
も
欄
外
が
充
実
し
て
い
る
話
な
ど
話
の
種

は
尽
き
ま
せ
ん
が
、
字
数
の
都
合
上
、
一
旦
次
の
菌
た
ち
を
呼
ん
で
き
ま
す
ね
。

　

は
い
、
お
次
は
『�

も
や
し
も
ん
と
感
染
症
屋
の
気
に
な
る
菌
辞
典 

』
の
面
々

で
す
。
あ
れ
、
さ
っ
き
ぶ
り
で
す
ね
。
今
度
は
彼
ら
が
漫
画
か
ら
出
張
し
て
、

ホ
モ
サ
ピ
エ
ン
ス
の
感
染
症
に
関
わ
る
微
生
物
（
注
：
菌
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
）
た
ち
を
紹
介
し
て
く
れ
る
そ
う
で
す
。
本
文
は
感
染
症
医
の
岩
田
さ
ん

（
イ
ワ
ケ
ン
）
が
担
当
。「
世
の
中
に
は
無
数
の
微
生
物
が
い
て
、
そ
の
全
て
に

「
物
語
」
が
あ
る
」
と
い
う
前
書
き
の
お
言
葉
が
評
者
は
大
好
き
で
す
。
二
頁

で
一
つ
の
微
生
物
を
扱
う
形
式
な
の
で
、
枕
元
の
一
冊
に
お
す
す
め
。
毎
日
一

微
生
物
。
ち
な
み
に
オ
リ
ゼ
ー
は
ほ
ぼ
出
ず
っ
ぱ
り
で
す
。
働
き
者
だ
ー
。

　

ん
？

青
い
服
を
着
た
ウ
サ
ギ
が
前
を
走
っ
て
行
き
ま
し
た
ね
。
ち
ょ
っ
と
つ

い
て
行
っ
て
み
ま
し
ょ
う
！

と
い
う
訳
で
辿
り
着
い
た
の
は
『
M
O
E
二
〇
二

〇
年
六
月
号
』
で
す
。
さ
っ
き
の
子
は
ピ
ー
タ
ー
ラ

ビ
ッ
ト
で
、
こ
こ
で
は
彼
ら
の
特
集
を
や
っ
て
い
る

模
様
。「
本
当
は
け
っ
こ
う
ブ
ラ
ッ
ク
な
ピ
ー
タ
ー
ラ

ビ
ッ
ト
」
な
ん
て
気
に
な
り
ま
す
ね
、
こ
ん
な
に
愛

ら
し
い
の
に
。
と
こ
ろ
で
ど
う
し
て
急
に
ウ
サ
ギ
？

と
思
っ
た
ら
、
著
者
の
ビ

ア
ト
リ
ク
ス
は
き
の
こ
の
神
秘
に
心
惹
か
れ
て
い
た
そ
う
！

担
子
菌
ハ
ラ
タ

ケ
の
論
文
も
提
出
し
ま
し
た
が
、
当
時
の
学
会
で
は
女
性
は
学
者
と
し
て
認
め

ら
れ
ず
、
菌
類
学
者
の
道
を
断
念
し
た
と
い
い
ま
す
。
し
か
し
、
彼
女
が
描
い

た
何
百
枚
も
の
美
し
い
き
の
こ
の
細
密
画
は
現
代
で
も
研
究
に
役
立
て
ら
れ
て

い
ま
す
。
美
し
い
き
の
こ
画
と
い
え
ば
『�

き
の
こ
（
ち
い
さ
な
手
の
ひ
ら
事
典
） 』

も
ぜ
ひ
！

か
わ
い
く
妖
し
い
き
の
こ
の
世
界
に
一
緒
に
没
入
し
ま
せ
ん
か
？

　

さ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
お
別
れ
時
。
は
じ
め
よ
り
少
し
で
も
菌
た
ち
に
親
し
み
を

持
っ
て
い
た
だ
け
て
い
た
ら
嬉
し
い
で
す
。
よ
か
っ
た
ら
ま
た
、
菌
た
ち
と
遊

ん
で
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
そ
れ
で
は
皆
で
「
あ
り
が
と
う
ー
！
」�

（�

黄
丹 

）
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読
者
か
ら
ひ
と
こ
と

○
評
者
ご
自
身
の
専
門
分
野
が
ち
ら
り
と
の
ぞ
く

評
、
お
も
し
ろ
い
で
す
。
一
冊
の
本
に
対
し
て
異

な
る
分
野
の
複
数
人
が
評
す
る
企
画
な
ど
読
ん
で

み
た
い
で
す
。�

（�

文
学
研
究
科
・
青
で
ん
ぶ 

）

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

様
々
な
分
野
の

学
生
が
集
ま
っ
て
い
る
と
い
う
特
徴
を
生
か
し
た
書

評
誌
に
な
れ
ば
と
考
え
て
い
ま
す
。
自
分
の
専
門
に

近
い
本
ほ
ど
、
迂
闊
な
こ
と
は
書
け
な
い
ぞ
と
悩
ん

で
し
ま
う
こ
と
も
多
い
で
す
が
…
…
。

　

ま
た
12
月
号
の
特
集
で
は
、
専
門
分
野
や
興
味
が

異
な
る
人
と
一
つ
の
本
を
書
評
す
る
試
み
を
行
い
ま

し
た
。
楽
し
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

○
特
集
の
テ
ー
マ
が
毎
回
楽
し
く
、
知
ら
な
い
本
を

た
く
さ
ん
知
れ
る
か
ら
良
い
。（�

理
学
部
・
え
び
天
天 

）

―
―
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
！

評
者
も
、
特
集

を
通
し
て
様
々
な
本
に
出
会
っ
て
い
ま
す
。�（�

茫
漠 

）

　
訂
正
と
お
詫
び

　
『
綴
葉
』
12
月
号
（No.423

）
の
新
刊
紹
介
に
お

い
て
、
九
頁
『
祝
福
』
の
著
者
名
に
誤
り
が
あ
り
ま

し
た
。
正
し
く
は
、「
高
原
英
理
」
で
す
。
著
者
の

方
を
は
じ
め
、
関
係
者
の
皆
様
に
深
く
お
詫
び
申
し

上
げ
ま
す
。

　新年となりました。今年もどうぞよろしく
お願いいたします。
　さて、私前髪が編集後記を書くのは入会の
挨拶ぶりですが、今年の 4月号をもって退会
するためこれが最後の挨拶となります！
　告白すると、私は学部生になるまで、ほと
んど本を読んできませんでした。これは実家
に本が一冊もないことや「本は邪魔になるか
ら買うな」という環境で育ってきたことが理
由でしょう。なので、綴葉に入るまでは本の
購入自体に罪悪感を抱いていました。
　しかし、綴葉に入って本を買ううちに、罪
悪感は薄れ始めました。綴葉読者の皆様の目
には私のような人間は奇妙に映るでしょう。
本を買うのに躊躇するなんて、と。ですが、
世の中にはそうした人間もいるのです。そし
て、私は本を買うことに躊躇いを覚える方の
後押しになりたいと密かに思い、書評を書き
続けてまいりました。この目的をどれだけ果
たせたかは分かりません。が、私の書評に少
しでも心動かされ、紹介した本を手に取って
くださった方がいらっしゃれば嬉しいです。
　今までありがとうございました。後ろ髪引
かれる気持ちはありますが、頼もしい編集委
員の方々に後を託します。残り 2ヶ月程です
が、前髪の書評、お見逃しなく !!� （�前髪 ）

編集後記 当てよう！図書カード
　今年度からドイツ語の非常勤講師を始めま
した。悪戦苦闘の毎日です。学生にドイツ語
を教えるなかで、改めて面白いなあと思った
言葉があります。“Gift”というのがそれです。
英語だと「贈り物」を意味するこの言葉。ド
イツ語では何を意味するでしょうか？
　1．酒　　　　　2．毒
　3．鼠　　　　　4．死
� （�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 3月 15 日です。

《10 月号の解答》 10 月号の問題の正解は、
4．の船の上でした。ちなみにこの船は日本
に向かうもの。アインシュタインはラフカデ
ィオ・ハーンの小説を読み、日本に強い憧れ
を抱いていたそうです。図書カードの当選者
は、えび天天さん、JAF さん、いわさきさん、
ぬんほさん、やまさんの 5名です。おめでと
うございます。� （�茫漠 ）


