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話題の本棚

こ
と
ば
の
コ
ス
プ
レ
？
　
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
戦
略
と
し
て
の「
方
言
」

　
《
自
分
、
め
っ
ち
ゃ
お
も
ろ
い
や
ん
》

　

さ
て
、
右
の
こ
と
ば
は
ど
ん
な
人
が
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
快
活
な

人
？　

少
し
怖
い
人
？　

そ
れ
と
も
笑
い
を
求
め
る
、
い
わ
ゆ
る
三
枚
目
？

　

こ
の
よ
う
に
私
た
ち
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
あ
る
方
言
に
対
し
て
何

か
し
ら
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
て
い
る
。
特
に
小
説
や
漫
画
、
ド
ラ
マ
や
ア
ニ

メ
と
い
っ
た
仮

ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
想
の
─
─
現
実
で
は
な
い
空
間
で
は
、「
共
通
語
」
を
無
標
の

言
語
変
種
と
し
た
と
き
に
有
標
と
な
る
「
方
言
」
が
そ
の
言
語
使
用
者
に
「
役

割
」
を
与
え
る
と
い
う
。
多
く
の
主
人
公
が
共
通
語
を
使
い
、
関
西
弁
を
喋
る

キ
ャ
ラ
は
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
と
し
て
振
る
舞
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
だ
ろ

う
か
。
本
書
は
こ
こ
か
ら
発
展
す
る
「
方
言
コ
ス
プ
レ
」
を
取
り
扱
い
、
日
本

語
社
会
に
お
け
る
「
方
言
」
に
対
す
る
意
識
の
変
化
を
詳
述
す
る
。

　

仮
想
の
こ
と
ば
を
用
い
て
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
着
脱
す
る
、「
こ
と
ば
の
コ
ス

チ
ュ
ー
ム
・
プ
レ
イ
」。
特
に
「
方
言
」
を
用
い
て
そ
れ
に
付
随
す
る
イ
メ
ー

ジ
を
臨
時
的
な
「
キ
ャ
ラ
」
と
し
て
繰
り
出
す
こ
と
。
本
書
は
こ
れ
を
「
方
言

コ
ス
プ
レ
」
と
定
義
す
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
が
、
そ
れ
が
ホ
ン
モ
ノ
で
あ
る

必
要
は
な
い
こ
と
。
な
ん
と
な
く
皆
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
「
○
○
方
言
ら
し
さ

0

0

0

」

を
感
じ
ら
れ
た
ら
よ
い
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
の
断
片
の
「
ら
し
さ
」
が
、
そ
の

方
言
の
話
し
手
や
地
域
の
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
さ
せ
る
。
だ
が
、
あ
く
ま
で
イ
メ

ー
ジ
だ
と
い
う
点
に
は
注
意
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
私
た
ち
は
、
事
実
で
は

な
く
、「
方
言
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
」
を
共
有
し
て
い
る
の
だ
。
そ
の
上
で
こ
れ

を
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
の
一
つ
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

　

こ
の
「
方
言
コ
ス
プ
レ
」
の
成
立
と
発
展
は
、
日
本
語
話
者
の
方
言
の
捉
え

方
の
変
化
と
一
体
で
あ
る
。
前
提
と
し
て
、
テ
レ
ビ
放
送
の
普
及
に
よ
り
ほ
と

ん
ど
の
人
が
「
共
通
語
」
を
使
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
生
育
地
域
の
方
言
と

共
通
語
を
使
い
分
け
ら
れ
る
時
代
に
な
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
過
去

に
は
「
恥
ず
か
し
い
」
と
思
わ
れ
て
い
た
方
言
が
、
今
で
は
個
性
の
一
つ
と
し

て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
捉
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
意
識
変
化
の
先
に
、
楽

し
む
も
の
と
し
て
の
方
言
、「
方
言
コ
ス
プ
レ
」
が
成
立
す
る
と
い
う
。
そ
し

て
そ
の
発
展
に
も
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
空
間
で
の
言
語
使
用
の
影
響
は
大
き
い
。
本

書
が
特
に
注
目
す
る
の
が
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
大
河
ド
ラ
マ
。『
龍
馬
伝
』
放
送
後
に
、

男
ら
し
さ
の
表
現
と
し
て
「
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
高
知
方
言
」
の
使
用
が
急
浮
上
し

た
と
い
う
指
摘
が
興
味
深
い
。
ド
ラ
マ
に
お
け
る
方
言
の
取
り
扱
い
を
方
言
に

対
す
る
大
衆
の
意
識
変
化
と
関
連
づ
け
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
本
書
の
魅
力
だ
。

　

当
然
な
が
ら
「
方
言
」
に
対
す
る
意
識
に
は
地
域
差
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

は
「
方
言
コ
ス
プ
レ
」
に
対
す
る
意
識
の
違
い
に
も
繋
が
る
。
本
書
の
調
査
結

果
は
、
関
西
弁
使
用
地
域
の
よ
う
な
「
方
言
主
流
社
会
」
で
は
、
ど
の
よ
う
な

場
面
で
も
方
言
使
用
率
が
高
い
一
方
で
、「
方
言
コ
ス
プ
レ
」
の
受
容
レ
ベ
ル

は
低
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
目
指
し
て
使

用
し
た
表
現
が
誤
解
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
、
逆
に
誤
解
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
で
き
れ
ば
避
け
た
い
。
だ
が
他
者
の
方
言
に
対
す
る
意
識

は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
。
で
あ
れ
ば
、
本
書
は
一
読
に
値
す
る
。（�

ひ
る
ね 

）

�

（
四
三
〇
頁　

税
込
一
六
五
〇
円　

10
月
刊
）

「
方
言
コ
ス
プ
レ
」の
時
代

ニ
セ
関
西
弁
か
ら
龍
馬
語
ま
で

田
中
ゆ
か
り
著

岩
波
現
代
文
庫
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人
と
人
が
古
本
を
介
し
て

　

古
本
オ
タ
ク
と
し
て
見
逃
せ
な
い
漫
画
が
出
た
。

　

脱
サ
ラ
を
し
て
古
本
屋
「
十
月
堂
」
を
開
い
た
若
い
兄
ち
ゃ
ん
が
本
書
の
主

人
公
（
古
本
屋
店
主
な
の
に
高
身
長
イ
ケ
メ
ン
な
の
が
「
け
っ
」
と
い
う
感
じ

だ
が
、
ま
あ
許
す
）。
街
の
小
さ
な
古
本
屋
が
閉
業
す
る
こ
と
を
知
っ
た
彼
は
、

自
分
が
代
わ
り
に
そ
の
街
で
古
本
屋
を
始
め
る
こ
と
を
決
意
す
る
。「
嫌
な
ん

で
す
。
こ
の
街
か
ら
古
本
屋
が
な
く
な
る
の
が
。〔
…
〕
こ
の
先
、
俺
み
た
い

な
奴
は
ど
こ
で
サ
ボ
れ
ば
い
い
ん
で
す
か
？　

紙
の
本
が
好
き
で
、
埃
く
さ
い

古
本
屋
で
し
か
満
足
で
き
な
い
、
そ
う
い
う
人
間
の
行
く
場
所
を
残
し
た
い
」。

　

十
月
堂
に
は
色
々
な
お
客
さ
ん
が
訪
れ
る
。
常
連
の
小
泉
さ
ん
と
は
、
エ
イ

モ
ス
・
チ
ュ
ツ
オ
ー
ラ
『
や
し
酒
飲
み
』
に
つ
い
て
語
り
合
う
。
澁
澤
龍
彦
と

三
島
由
紀
夫
を
愛
読
す
る
文
学
少
女
の
牟む

れ礼
マ
リ
に
は
、
Ｂ
Ｌ
チ
ッ
ク
な
森
茉

莉
『
恋
人
た
ち
の
森
』
を
お
す
す
め
す
る
。
蔵
書
家
の
本
棚
作
り
を
手
伝
っ
た

影
響
で
本
に
興
味
を
持
ち
始
め
た
田
部
は
、
い
き
な
り
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄

弟
』
に
挑
戦
す
る
。
着
物
を
愛
す
る
橋
本
さ
ん
は
、岡
本
綺
堂
『
半
七
捕
物
帳
』

を
読
み
、
そ
の
艶
や
か
な
着
物
の
描
写
に
う
っ
と
り
す
る
。
こ
う
し
て
並
べ
る

と
わ
か
る
よ
う
に
、
出
て
く
る
本
が
な
か
な
か
シ
ブ
い
。
そ
し
て
そ
れ
が
い
い
。

　

古
本
屋
の
大
事
な
仕
事
の
ひ
と
つ
が
買
取
。
第
一
話
「
本
を
葬お

く送
る
」
で
は
、

故
人
の
蔵
書
の
買
取
が
依
頼
さ
れ
る
。
生
涯
独
身
だ
っ
た
故
人
の
家
に
は
所
狭

し
と
本
が
積
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
時
間
は
な
い
。
明
日
に
は
清
掃
業
者
が
き

て
す
べ
て
を
捨
て
て
し
ま
う
。
売
れ
る
本
と
売
れ
な
い
本
を
見
極
め
、
素
早
く

処
理
し
て
い
く
が
、
無
情
に
も
日
は
暮
れ
て
い
く
。
電
気
は
も
う
通
っ
て
い
な

い
。
本
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
く
。「
く
そ
…
…
こ
の
人
の
人
生
が
…
…
あ
あ

…
…
見
え
な
く
な
る
…
…
」。
本
を
整
理
す
る
こ
と
、
そ
れ
は
そ
の
持
ち
主
の

人
生
に
触
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
。
古
本
屋
の
楽
し
さ
と
辛
さ
は
そ
こ
に
あ
る
。

　

古
本
屋
の
も
う
ひ
と
つ
の
大
事
な
仕
事
が
処
分
だ
。「
素
敵
な
お
仕
事
で
す

ね
。
本
当
に
本
が
お
好
き
な
ん
で
す
ね
」。
そ
う
言
わ
れ
る
が
、
実
際
は
ど
う

か
。「
日
が
暮
れ
て
店
を
閉
め
た
ら
、
も
う
ひ
と
つ
大
事
な
仕
事
が
待
っ
て
い

る
」。
不
良
在
庫
と
な
っ
た
本
を
縛
り
、
リ
サ
イ
ク
ル
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
に
持
っ

て
い
く
。
そ
し
て
、
投
げ
捨
て
る
。
本
好
き
と
し
て
は
辛
い
光
景
だ
が
、
こ
れ

が
な
い
と
本
の
世
界
は
成
り
立
た
な
い
。
常
連
の
小
泉
さ
ん
は
言
う
。「
誰
も

読
ま
な
く
な
っ
た
本
は
、
い
つ
か
誰
か
が
終
わ
ら
せ
な
き
ゃ
い
け
な
い
し
ね
」。

　

随
所
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
小
ネ
タ
も
面
白
い
。
た
と
え
ば
新
潮
文
庫
当
て
ク

イ
ズ
。
こ
れ
は
背
表
紙
を
見
せ
な
い
状
態
で
、
い
く
つ
か
の
文
庫
の
な
か
か
ら

新
潮
文
庫
は
ど
れ
か
を
当
て
る
と
い
う
も
の
。
答
え
の
導
き
出
し
方
は
と
て
も

簡
単
。
天
ア
ン
カ
ッ
ト
な
の
は
ハ
ヤ
カ
ワ
文
庫
、
岩
波
文
庫
、
新
潮
文
庫
な
ど
。

そ
の
な
か
で
ス
ピ
ン
（
栞
）
が
付
い
て
い
る
の
は
新
潮
文
庫
の
み
。
だ
か
ら
ス

ピ
ン
付
き
天
ア
ン
カ
ッ
ト
を
見
つ
け
た
ら
、
そ
れ
が
答
え
だ
。
こ
う
い
う
ほ
と

ん
ど
役
に
立
た
な
い
知
識
を
人
に
見
せ
つ
け
て
い
る
と
き
が
一
番
楽
し
い
。

　

こ
う
し
て
本
書
で
は
、
本
を
介
し
て
人
と
人
が
交
わ
る
こ
と
の
意
味
が
描
か

れ
る
。
久
し
く
漫
画
か
ら
離
れ
て
い
た
が
、
い
い
も
の
を
読
ん
だ
と
素
直
に
思

え
る
作
品
だ
っ
た
。
二
巻
も
近
々
出
る
ら
し
い
。
今
か
ら
楽
し
み
だ
。�（�

ぱ
や 

）

�

（
一
九
四
頁　

税
込
七
九
二
円　

1
月
刊
）

本
な
ら
売
る
ほ
ど児

島
青
著

Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
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対
話
を
一
言
で
説
明
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
ひ
と

ま
ず
の
定
義
と
し
て
、
立
場
や
価
値
観
の
異
な
る
者

同
士
が
、
相
互
に
言
葉
を
交
わ
す
こ
と
で
、
双
方
が

何
か
を
達
成
す
る
こ
と
を
目
指
す
試
み
と
し
た
い
。

注
意
し
て
お
き
た
い
の
が
、
単
な
る
言
葉
の
応
酬
、

情
報
の
伝
達
の
み
が
対
話
の
目
的
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。
し
か
し
厄
介
な
こ
と
に
、
対
話
が
必
要
な

場
面
に
お
い
て
は
そ
れ
す
ら
ま
ま
な
ら
ず
、
容
易
に

“
す
れ
違
い
”
が
生
じ
て
し
ま
う
。
ど
う
す
れ
ば
自

ら
の
言
葉
を
伝
え
ら
れ
、
他
者
で
あ
る
相
手
の
言
う

こ
と
を
受
け
止
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

身
近
で
ミ
ク
ロ
な
具
体
例
か
ら
見
て
い
こ
う
。
例

え
ば
医
師
と
患
者
と
い
う
関
係
に
お
い
て
対
話
は
不

可
欠
だ
。
傷
や
病
気
の
治
療
と
い
う
同
一
の
目
的
を

共
有
し
て
お
り
ス
ム
ー
ズ
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

が
期
待
さ
れ
る
が
、
知
識
の
差
、
あ
る
い
は
立
場
の

違
い
ゆ
え
に
、
時
に
誤
解
や
衝
突
が
生
じ
る
。『
患

者
の
話
は
医
師
に
ど
う
聞
こ
え
る
の
か
』（
み
す
ず

書
房
）
は
、
医
療
現
場
に
お
け
る
対
話
の
重
要
性
を

痛
切
に
訴
え
て
く
る
。
診
察
時
の
デ
ィ
ス
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
態
、
医

療
技
術
と
し
て
の
対
話
の

軽
視
、
医
療
ミ
ス
が
発
生

し
た
際
の
謝
罪
の
意
義
な

ど
多
数
の
実
例
が
紹
介
さ
れ
る
。
著
者
自
身
現
役
の

医
師
で
あ
り
、
自
ら
の
失
敗
が
赤
裸
々
に
綴
ら
れ
た

文
章
か
ら
は
、
後
悔
と
反
省
、
そ
し
て
恥
を
偲
ん
で

知
を
共
有
し
よ
う
と
い
う
意
志
が
感
じ
ら
れ
る
。

　

対
話
の
困
難
さ
を
体
現
し
て
い
る
事
例
を
取
り
上

げ
て
み
よ
う
。
ト
レ
ー
シ
ー
は
聡
明
で
責
任
感
あ
る

教
師
だ
っ
た
が
、
糖
尿
病
を
患
う
。
担
当
医
デ
ビ
ッ

ド
は
ト
レ
ー
シ
ー
の
優
秀
さ
を
把
握
し
な
が
ら
も
、

自
ら
の
指
示
を
守
ら
な
い
ト
レ
ー
シ
ー
に
事
態
の
深

刻
さ
を
理
解
し
て
も
ら
お
う
と
説
教
じ
み
た
指
示
を

繰
り
返
し
て
し
ま
う
。
次
第
に
ト
レ
ー
シ
ー
は
診
察

か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
く
…
…
。

　

ト
レ
ー
シ
ー
は
病
気
の
重
大
さ
を
当
然
理
解
し
て

お
り
、
で
き
る
限
り
の
こ
と
は
し
て
い
た
。
で
は
何

故
治
療
が
進
ま
な
い
の
か
。
診
察
時
の
パ
タ
ー
ナ
リ

ス
テ
ィ
ッ
ク
な
姿
勢
が
原
因
だ
。
全
て
の
相
談
が
デ

ビ
ッ
ド
に
よ
り
糖
尿
病
の
話
へ
と
回
収
さ
れ
て
し
ま

い
、
治
療
を
妨
げ
て
い
る
日
常
生
活
の
障
害
が
共
有

さ
れ
な
い
。
非
対
称
な
関
係
性
に
お
い
て
は
あ
る
側

面
で
優
秀
な
側
が
主
導
権
を
握
り
が
ち
で
あ
り
、
互

い
が
重
視
し
て
い
る
情
報
が
異
な
る
た
め
、
対
話
が

困
難
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

　
◆
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
分
解
す
る
◆

　

こ
う
し
た
ズ
レ
の
原
因
を
探
る
た
め
、
認
知
科
学

同
じ
方
向
を
向
い
て
い
る
は
ず
な
の
に
伝
わ
ら
な
い

対話〈特集〉〈特集〉
　私たちは今、分断の時代を生きている。容赦のない暴力が、無辜の民から故郷と命を奪う。　私たちは今、分断の時代を生きている。容赦のない暴力が、無辜の民から故郷と命を奪う。
戦火を免れている地でも、匿名の声が人を死に追いやっている。そんな中、対立を平和的戦火を免れている地でも、匿名の声が人を死に追いやっている。そんな中、対立を平和的
に解決するための手段として「対話」がある、とされている。に解決するための手段として「対話」がある、とされている。
　しかし、そんな都合よく「対話」が成立するのだろうか？　　しかし、そんな都合よく「対話」が成立するのだろうか？　
SNSはおろか、目の前にいる人とさえ、私たちは齟齬をきたSNSはおろか、目の前にいる人とさえ、私たちは齟齬をきた
してばかりいるのに。「対話」ができたとして、それは本当に、してばかりいるのに。「対話」ができたとして、それは本当に、
大規模な紛争の解決に役立つのだろうか？　既に暴力は振る大規模な紛争の解決に役立つのだろうか？　既に暴力は振る
われてしまっているというのに。そしてそもそも、「対話」とわれてしまっているというのに。そしてそもそも、「対話」と
いう耳心地の良い言葉は、一体何を指しているのだろうか？いう耳心地の良い言葉は、一体何を指しているのだろうか？
　疑えばこそ、私たちは知ろうとしなければならない。（�　疑えばこそ、私たちは知ろうとしなければならない。（�朝露 朝露 ））
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「
対
話
」で
集
団
間
の
紛
争
解
決
は
で
き
る
の
か
？

の
力
を
借
り
よ
う
。『�「
何
回
説
明
し
て
も
話
が
伝
わ

ら
な
い
」
は
な
ぜ
起
こ
る
の
か
？ 

』（
日
経
Ｂ
Ｐ
）

は
ス
キ
ー
マ
と
い
う
概
念
を
駆
使
し
、
デ
ィ
ス
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
原
因
を
認
知
科
学
の
知
見
か
ら

分
解
、
整
理
し
、
解
決
策
を
探
っ
て
い
く
。

　

そ
も
そ
も
ス
キ
ー
マ
と
は
何
か
。
人
間
は
人
そ
れ

ぞ
れ
得
て
き
た
知
識
や
言
葉
の
用
い
方
が
異
な
る
。

こ
う
し
た
「
知
識
の
枠
組
み
」
や
「
思
考
の
枠
組

み
」
の
こ
と
を
ス
キ
ー
マ
と
呼
ぶ
。
会
話
と
は
、
話

者
が
話
す
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
意
味
が
そ
の
ま
ま
受

け
手
に
伝
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
言
葉
は
受
け
手
の

解
釈
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
意
味
に
変
換
さ

れ
る
。
ス
キ
ー
マ
が
異
な
れ
ば
話
者
が
意
図
し
た
意

味
と
受
け
手
の
解
釈
は
当
然
異
な
る
。
こ
う
し
た
ス

キ
ー
マ
の
違
い
か
ら
生
じ
る
齟
齬
を
記
憶
や
知
識
、

バ
イ
ア
ス
と
い
っ
た
観
点
か
ら
掘
り
下
げ
て
い
く
。

　

本
書
が
提
示
す
る
理
路
整
然
と
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ
ン
論
は
“
す
れ
違
い
”
の
原
因
を
明
確
に
し

て
く
れ
る
。
し
か
し
、
提
示
さ
れ
る
解
決
策
は
少
し

曖
昧
だ
。
ス
キ
ー
マ
が
異
な
る
こ
と
を
理
解
し
、
相

手
の
立
場
に
立
っ
た
メ
タ
認
知
を
し
て
、
感
情
や
合

理
性
の
狭
間
で
相
手
目
線
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
し
よ
う
。
確
か
に
そ
う
だ
。
だ
が
ど
う
や
っ
て
？

　
◆
聞
く
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
◆

　

そ
こ
で
臨
床
心
理
士
の
生
き
た
技
術
に
助
け
を
求

め
よ
う
。『�

聞
く
技
術
　
聞
い
て
も
ら
う
技
術 

』（
ち

く
ま
新
書
）
は
対
話
を
テ
ー
マ
に
し
た
社
会
評
論
が

き
っ
か
け
と
な
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
本
だ
。
対
話
が

機
能
し
な
い
の
は
何
故
か
。
相
手
の
発
言
の
裏
側
を

探
る
「
聴
く
」
で
は
な
く
、
言
っ
て
い
る
こ
と
を
真

に
受
け
る
「
聞
く
」
が
で
き
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
。

本
書
に
は
「
聞
く
」
た
め
の
技
術
が
詰
ま
っ
て
い
る
。

言
葉
遣
い
だ
け
で
な
く
環
境
面
ま
で
、
小
手
先
だ
が

そ
れ
ゆ
え
即
効
性
の
あ
る
技
術
は
き
っ
と
役
に
立
つ
。

対
話
を
始
め
る
た
め
に
は
ま
ず
相
手
の
言
葉
を
引
き

出
し
、
言
葉
通
り
受
け
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
し
て
初
め
て
他
者
の
視
点
を
知
り
、
感
情
や
意

味
が
共
有
で
き
る
の
だ
。

　

対
話
と
は
一
方
的
に
他
者
を
言
葉
で
操
ろ
う
と
い

う
支
配
の
形
態
で
は
な
い
。
そ
れ
は
互
い
の
立
場
や

経
験
の
差
異
を
意
識
し
、
互
い
の
言
葉
を
聞
き
取
ろ

う
と
す
る
姿
勢
、
反
応
を
見
せ
る
こ
と
で
初
め
て
可

能
に
な
る
双
方
向
的
な
も
の
だ
。
少
な
く
と
も
ミ
ク

ロ
な
、
私
と
あ
な
た
だ
け
の
世
界
だ
け
で
も
、
そ
う

で
あ
ろ
う
と
努
力
し
て
い
く
べ
き
だ
ろ
う
。�

（�

筏 

）

往
々
に
し
て
起
こ
り
う
る
。
本
書
で
は
、
第
三
者
が

当
事
者
目
線
で
対
話
を
進
め
る
方
法
に
つ
い
て
、
シ

ン
プ
ル
で
あ
る
が
忘
れ
ら
れ
が
ち
な
方
法
論
が
書
か

れ
て
い
る
。

　

ま
た
、『�

フ
ィ
リ
ピ
ン
・
ミ
ン
ダ
ナ
オ
　
平
和
と

開
発 

』（
佐
伯
印
刷
）
で
は
、
古
く
か
ら
こ
の
土
地

に
住
ん
で
い
た
ム
ス
リ
ム
と
植
民
地
政
府
の
移
民
政

策
に
よ
っ
て
入
植
し
て
き
た
ク
リ
ス
チ
ャ
ン
と
の
間

に
発
生
し
た
土
地
を
め
ぐ
る
紛
争
に
お
い
て
、
Ｊ
Ｉ

Ｃ
Ａ
（
国
際
協
力
機
構
）
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た

対
話
が
紛
争
解
決
に
貢
献
し
た
流
れ
が
書
か
れ
て
い

る
。
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
に
よ
る
平
和
構
築
支
援
は
、「
紛
争

が
発
生
・
再
発
し
な
い
強
靭
な
国
家
建
設
」
を
目
的

と
し
て
、
上
と
下
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
取
ら
れ
た
。

前
者
は
、
当
該
紛
争
地
域
に
新
た
な
「
高
度
な
自
治

　

双
方
向
的
な
働
き
か
け
を
必
要
と
す
る
対
話
は
、

村
内
で
の
争
い
な
ど
の
小
さ
な
対
立
か
ら
内
戦
な
ど

の
大
き
な
対
立
ま
で
、
様
々
な
紛
争
を
解
消
す
る
方

法
の
一
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
ど
の
よ
う
に
対
話
は

行
わ
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
は
世
界
各
地
の
事
例
に
視

野
を
広
げ
て
、
対
話
が
紛
争
を
解
消
し
た
事
例
に
つ

い
て
詳
し
く
見
て
い
く
。

　
◆
第
三
者
の
介
入
に
よ
る
紛
争
解
決
◆

　

南
ア
フ
リ
カ
で
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
政
策
が
廃
止
さ

れ
た
際
に
、
著
者
が
新
た
な
国
家
建
設
に
貢
献
し
て

き
た
経
験
と
、
紛
争
解
決
に
お
け
る
対
話
の
可
能
性

に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
『�

そ
れ
で
も
、
対
話
を
は

じ
め
よ
う 

』（
英
治
出
版
）。
当
事
者
で
は
な
い
人
が

対
話
に
加
わ
る
と
き
、
当
事
者
の
気
持
ち
を
顧
み
ず

に
上
か
ら
の
視
点
で
対
話
を
進
め
て
し
ま
う
こ
と
は
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長
老
制
な
ど
に
よ
り
解
決
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
紛

争
の
当
事
者
が
「
語
る
力
と
聞
く
力
を
駆
使
し
つ
つ

合
意
を
探
求
し
、
や
が
て
共
存
す
る
形
を
創
出
す

る
」
シ
ス
テ
ム
、「
パ
ラ
ヴ
ァ
ー
」
に
つ
い
て
言
及

す
る
。
裁
判
や
調
停
と
は
異
な
り
、
こ
の
シ
ス
テ
ム

の
目
的
は
「
シ
ロ
ク
ロ
を
つ
け
る
」
こ
と
で
は
な
く
、

合
意
形
成
に
基
づ
く
秩
序
の
創
出
で
あ
る
。
人
間
同

士
が
安
定
的
で
固
定
的
な
関
係
を
構
築
す
る
こ
と
は

難
し
い
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
上
で
、
自
ら
が
相
手

に
対
話
を
持
ち
か
け
、
他
者
と
の
関
係
性
を
構
築
す

る
。

　

三
つ
の
事
例
の
う
ち
の
一
つ
、
コ
ン
ゴ
人
の
パ
ラ

ヴ
ァ
ー
の
実
践
は
、
特
定
の
事
件
に
つ
い
て
多
く
の

人
々
が
自
ら
の
意
見
を
話
す
こ
と
に
始
ま
る
。
調
整

役
と
い
う
名
の
、
相
手
を
傷
つ
け
な
い
程
度
に
批
判

を
加
え
る
役
割
の
人
物
が
巧
妙
な
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
使

い
、
人
々
に
語
ら
せ
る

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
人
々
の
話
は
や

が
て
事
件
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
共
同
体
や
社
会

に
対
し
て
の
不
満
、
規
範
を
逸
脱
し
た
人
の
話
に
発

展
し
、
共
同
体
が
抱
え
る
相
克
が
表
出
さ
れ
る
。
ま

た
、
パ
ラ
ヴ
ァ
ー
は
支
配
的
な
権
力
を
行
使
し
よ
う

と
す
る
一
部
の
年
長
者
た
ち
へ
の
反
乱
を
解
決
す
る

た
め
に
も
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
会
合
の
最
後
に
は

参
加
者
全
員
が
感
情
を
爆
発
さ
せ
、
互
い
を
祝
福
し

あ
う
と
い
う
時
間
を
経
て
、
共
同
体
の
秩
序
が
再
構

築
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
と
わ
ざ
や
比
喩
な
ど
を

用
い
な
が
ら
雄
弁
に
「
語
る
こ
と
」
の
技
術
、
そ
し

て
個
人
の
モ
ラ
ル
と
し
て
の
「
聞
く
力
」
で
あ
る
。

こ
れ
は
ア
フ
リ
カ
の
事
例
に
か
か
わ
ら
ず
、
紛
争
を

解
決
す
る
た
め
の
対
話
を
行
う
上
で
総
じ
て
大
切
に

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
な
の
だ
。「
他
者
」

を
自
分
と
は
異
な
る
存
在
で
あ
る
と
認
識
し
た
上
で
、

互
い
に
対
話
と
い
う
真
剣
勝
負
を
通
じ
て
、
非
決
定

か
つ
不
可
知
の
他
者
と
の
共
存
を
目
指
す
。
こ
れ
こ

そ
が
、
対
話
の
実
践
で
あ
る
。�

（�

プ
ラ
チ 

）

「
対
話
」の
哲
学
か
ら
、未
来
に
向
け
て

　

対
話
が
こ
う
し
た
性
質
を
持
つ
の
は
、
問
題
解
決

の
手
段
と
し
て
活
用
さ
れ
る
た
め
な
の
だ
ろ
う
か
。

否
、
そ
う
で
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
は
「
対
話
」
の
本

質
に
迫
る
べ
く
、「
他
者
と
の
関
係
」
を
中
心
に
据

え
た
哲
学
的
探
究
を
見
て
い
こ
う
。

　
◆
「
対
話
」
の
哲
学
◆

　

こ
こ
ま
で
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
対
話
の
具
体
例
か
ら

学
ん
で
き
た
が
、
そ
の
教
訓
が
語
ら
れ
る
際
に
は

「
他
者
」
と
い
う
言
葉
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
き

た
。
一
人
で
ま
く
し
た
て
て
相
手
を
頷
か
せ
て
も
、

対
話
は
成
立
し
な
い
。
他
者
と
の
相
互
的
な
関
係
性

の
上
に
、
対
話
は
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。

政
府
」
を
発
足
さ
せ
る
こ
と
。
そ
し
て
後
者
は
、
紛

争
両
当
事
者
に
肩
入
れ
し
す
ぎ
る
こ
と
な
く
、
技
術

支
援
や
地
場
産
業
の
育
成
な
ど
を
通
じ
て
協
働
す
る

場
を
提
供
す
る
こ
と
で
、
信
頼
の
構
築
を
援
助
す
る

こ
と
。
本
書
で
は
、
著
者
が
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
の
職
員
と
し

て
紛
争
両
当
事
者
と
交
渉
を
重
ね
、
自
ら
に
対
す
る

信
頼
を
勝
ち
取
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
成
功
さ
せ
た
経
緯
を
追
う
。

　

対
立
当
事
者
同
士
が
和
解
の
た
め
に
歩
み
寄
る
。

こ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
、
第
三
者
の
介
入
が
効
果

的
で
あ
る
事
例
は
存
在
す
る
。
た
だ
し
、
そ
れ
が
独

り
よ
が
り
の
介
入
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
と

い
う
こ
と
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
ま
で
紹
介
し

た
二
つ
の
事
例
で
は
、
介
入
者
が
当
事
者
か
ら
見
た

「
他
者
」
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
解
決
策

を
提
示
す
る
上
で
当
事
者
の
意
見
に
も
耳
を
傾
け
る

必
要
が
あ
る
。

　
◆
当
事
者
に
よ
る
紛
争
解
決
◆

　

一
方
で
、『�

紛
争
を
お
さ
め
る
文
化
　
不
完
全
性

と
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
実
践 

』（
京
都
大
学
学
術
出

版
会
）
で
は
、
第
三
者
に
よ
る
介
入
な
し
に
、
対
話

が
当
事
者
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
た
事
例
が
扱
わ
れ
て

い
る
。
紛
争
の
予
防
や
停
止
、
制
御
、
和
解
な
ど
の

広
い
射
程
に
用
い
ら
れ
る

ア
フ
リ
カ
独
自
の
文
化
に

つ
い
て
の
論
集
で
あ
る
。

　

中
で
も
第
四
章
で
は
、
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マ
ル
テ
ィ
ン
・
ブ
ー
バ

ー
。
一
般
に
、「
二
〇
世

紀
前
半
と
い
う
過
酷
な
時

代
に
独
自
の
有
神
論
的
実

存
主
義
を
構
築
し
た
ユ
ダ
ヤ
人
哲
学
者
」
と
し
て
受

容
さ
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
彼
の
主
著
二
篇
が
収
め
ら

れ
た
邦
訳
書
の
名
が
、『�
我
と
汝
・
対
話 

』（
岩
波
文

庫
）
で
あ
る
。

　
〈
我
―
汝
〉
と
い
う
関
係
。
表
題
に
も
な
っ
て
い

る
こ
の
概
念
が
、
ブ
ー
バ
ー
の
哲
学
に
お
い
て
最
も

根
源
的
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、〈
我
〉
や
〈
汝
〉

単
体
は
〈
我
―
汝
〉
か
ら
派
生
し
た
概
念
な
の
だ
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
近
代
以
降
で
お
な
じ
み

の
世
界
観
―
―
「
私
」
と
い
う
も
の
が
ま
ず
存
在
し
、

そ
れ
が
相
手
を
「
対
象
」
と
し
て
経
験
し
た
り
、
認

識
し
た
り
す
る
―
―
を
捨
て
る
必
要
が
あ
る
。
も
っ

と
も
、
そ
の
よ
う
な
世
界
観
は
有
用
で
、
人
間
の
生

活
や
文
明
に
必
須
の
も
の
だ
。
し
か
し
、
ブ
ー
バ
ー

に
お
い
て
は
根
源
的
で
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
、〈
我
―
汝
〉
と
は
何
か
。
そ
れ
は
様
々
な

例
を
駆
使
し
て
語
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
幼
児
は
し
ば

し
ば
目
的
も
な
く
、
漠
然
と
し
た
周
囲
に
向
か
っ
て

手
を
伸
ば
し
何
か
を
掴
み
取
ろ
う
と
す
る
。
そ
こ
に

は
ま
だ
「
私
」
と
「
対
象
」
と
い
う
意
識
は
存
在
せ

ず
、
た
だ
「
関
係
を
結
ぶ
努
力
」
が
あ
る
の
み
だ
。

こ
う
し
た
姿
に
ブ
ー
バ
ー
は
、
根
源
的
な
関
係
と
し

て
の
〈
我
―
汝
〉
を
見
て
取
っ
て
い
る
。

　

ブ
ー
バ
ー
の
著
作
は
詩
的
な
表
現
が
多
く
、
切
り

取
っ
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。
こ
の
あ

た
り
で
研
究
書
の
力
を
借
り
つ
つ
、「
対
話
」
の
概

念
に
触
れ
る
こ
と
で
、〈
我
―
汝
〉
の
理
解
も
深
ま

る
だ
ろ
う
。『�

ブ
ー
バ
ー
対
話
論
と
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ

ク
教
育
―
―
他
者
・
呼
び
か
け
・
応
答 

』（
勁
草
書

房
）
は
、「
対
話
」
に
つ
い
て
現
代
的
な
解
釈
を
加

え
な
が
ら
以
下
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

　

ブ
ー
バ
ー
に
と
っ
て
の
「
対
話
」。
そ
れ
は
、
自

ら
の
持
つ
「
物
語
」
―
―
世
界
を
解
釈
す
る
枠
組
み

―
―
と
は
異
な
る
、
他
者

の
「
物
語
」
に
触
れ
、
揺

さ
ぶ
ら
れ
、
言
葉
を
交
わ

し
、
そ
し
て
新
た
に
「
語

り
直
す
」
こ
と
だ
。
他
者
を
、
同
化
も
排
除
も
せ
ず

他
者
と
し
て
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、
解
釈
以
前
の
あ

り
の
ま
ま
の
世
界
に
触
れ
、
か
つ
て
持
っ
て
い
た

「
物
語
」
は
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
の
だ
、
と
。

　

先
述
の
〈
我
―
汝
〉
は
、
こ
の
「
対
話
」
が
成
立

す
る
よ
う
な
関
係
、
と
し
て
も
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ブ
ー
バ
ー
は
〈
我
―
汝
〉
の
間
に
真
の
世
界
を
、

そ
し
て
「
聖
な
る
も
の
」
へ
の
道
筋
を
見
た
。
し
か

し
斯
く
も
宗
教
的
で
あ
り
な
が
ら
、
彼
は
〈
我
―

汝
〉
と
神
秘
的
な
合
一
を
峻
別
し
た
。
そ
れ
は
、
相

手
の
存
在
を
肯
定
し
な
が
ら
、
相
互
に
異
な
る
「
他

者
」
同
士
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
た

か
ら
で
あ
る
。

　
◆
「
対
話
」
で
、
未
来
を
つ
く
る
◆

　

対
話
は
、
眼
前
の
問
題
を
解
決
す
る
手
段
に
留
ま

ら
な
い
。
本
研
究
書
名
に
も
あ
る
通
り
、
対
話
お
よ

び
ブ
ー
バ
ー
哲
学
は
「
教
育
」
に
も
深
く
関
わ
る
、

未
来
志
向
の
営
み
だ
。
曰
く
、
対
話
的
な
関
わ
り
に

お
い
て
人
は
、「
聖
な
る
も
の
」
と
繋
が
っ
た
各
々

の
あ
る
べ
き
姿
へ
と
そ
の
潜
在
力
を
方
向
づ
け
ら
れ

る
。
こ
の
よ
う
に
人
間
形
成
論
で
も
あ
る
ブ
ー
バ
ー

の
哲
学
を
本
書
は
、
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
教
育
と
い
う

方
法
論
の
基
盤
に
位
置
づ
け
よ
う
と
し
た
。
そ
の
試

み
の
全
貌
は
、
実
際
に
読
ん
で
確
か
め
て
ほ
し
い
。

　

興
味
深
い
こ
と
に
ブ
ー
バ
ー
は
、
教
育
に
お
け
る

立
場
の
非
対
称
性
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
た
。
こ
れ

は
本
特
集
第
一
部
の
内
容
と
リ
ン
ク
す
る
。
ま
た
、

ブ
ー
バ
ー
的
な
理
念
を
踏
ま
え
て
第
一
、
二
部
の
具

体
的
事
例
に
立
ち
返
れ
ば
、
教
育
で
の
実
践
に
も
共

通
す
る
ヒ
ン
ト
を
得
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
。

　

こ
う
し
た
繋
が
り
が
可
能
な
の
は
、
や
は
り
「
対

話
」
の
本
質
が
一
貫
し
た
も
の
だ
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

相
手
を
自
分
と
は
異
な
る
「
他
者
」
だ
と
理
解
す
る

こ
と
。
そ
の
人
格
を
尊
重
し
、
話
を
き
ち
ん
と
聞
く

こ
と
。
そ
し
て
、
相
互
的
な
関
係
を
担
う
者
と
し
て
、

責
任
を
持
っ
て
応
答
す
る
こ
と
―
―
。

　

本
特
集
は
、「
対
話
」
と
い
う
い
さ
さ
か
便
利
す

ぎ
る
言
葉
の
輪
郭
を
明
ら
め
よ
う
と
試
み
て
き
た
。

私
た
ち
の
言
葉
が
読
者
の
皆
様
に
届
き
、
新
た
な
対

話
を
生
み
出
す
こ
と
を
祈
っ
て
い
る
。�

（�

朝
露 

）
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新
刊
コ
ー
ナ
ー

二
十
四
五

乗
代
雄
介
著

講
談
社

　

弟
の
結
婚
式
に
出
席

す
る
た
め
に
訪
れ
た
仙

台
は
、
叔
母
と
い
つ
か

旅
行
を
し
よ
う
と
計
画

し
て
い
た
場
所
だ
っ
た
。
だ
か
ら
仙
台
に
向
か
う
新

幹
線
で
阿
佐
美
景
子
が
ヤ
マ
シ
タ
ト
モ
コ
の
『
違
国

日
記
』
の
最
終
巻
を
手
に
し
て
い
た
の
も
必
然
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
五
年
前
に
死
ん
だ
叔
母
に
自
分
が
最

後
に
貸
し
た
マ
ン
ガ
、
こ
の
最
終
巻
を
叔
母
が
読
む

こ
と
は
も
う
な
い
。

　

デ
ビ
ュ
ー
作
『
十
七
八
よ
り
』
か
ら
続
く
“
阿
佐

美
景
子
サ
ー
ガ
”
に
連
な
る
一
冊
。
そ
う
と
は
知
ら

ず
に
本
作
か
ら
読
み
始
め
て
し
ま
っ
た
が
こ
れ
も
悪

く
な
い
。
こ
れ
は
阿
佐
美
景
子
の
、
喪
失
を
抱
え
る

人
間
の
新
た
な
始
ま
り
の
物
語
と
も
読
め
る
か
ら
だ
。

仙
台
へ
向
か
う
新
幹
線
で
突
然
話
し
か
け
て
き
た
女

子
大
生
・
平
原
夏
葵
に
『
違
国
日
記
』
の
最
終
巻
を

差
し
出
し
た
あ
の
と
き
。
あ
の
瞬
間
か
ら
景
子
と
叔

母
の
関
係
は
再
び
動
き
出
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

仙
台
市
富
沢
遺
跡
保
存
館
は
景
子
が
叔
母
と
行
こ

フ
ィ
フ
テ
ィ・ピ
ー
プ
ル 

新
版

チ
ョ
ン
・
セ
ラ
ン
著

斉
藤
真
理
子
訳

亜
紀
書
房

　
『
二
十
四
五
』
で
受

け
渡
さ
れ
た
の
が
『
違

国
日
記
』
な
の
だ
と
し

た
ら
、
そ
の
『
違
国
日

記
』（
第
七
巻
）
の
な
か
に
登
場
す
る
の
が
本
書
だ
。

　

目
次
を
め
く
っ
て
み
よ
う
。
ソ
ン
・
ス
ジ
ュ
ン
、

イ
・
ギ
ュ
ン
、
ク
ォ
ン
・
へ
ジ
ョ
ン
、
チ
ャ
・
ヤ
ン

ソ
ン
…
…
そ
こ
に
並
ん
で
い
る
の
は
五
〇
人
分
の
名

前
と
顔
の
イ
ラ
ス
ト
だ
。
本
書
は
韓
国
の
大
学
病
院

の
ま
わ
り
に
生
き
る
人
々
を
描
い
た
連
作
短
編
集
と

な
っ
て
い
る
。
あ
る
人
の
物
語
が
ま
た
別
の
人
の
物

語
と
交
錯
し
、
ま
た
そ
の
次
も
。
群
像
劇
の
輪
が
こ

ろ
こ
ろ
と
転
が
り
、
す
れ
違
い
、
ゆ
る
や
か
な
ま
と

ま
り
が
立
ち
現
れ
る
。

　

短
編
集
と
い
う
だ
け
あ
っ
て
一
話
は
短
く
、
軽
や

か
に
読
め
る
の
だ
け
れ
ど
、
そ
の
背
後
に
は
セ
ウ
ォ

ル
号
沈
没
事
件
な
ど
の
韓
国
社
会
が
抱
え
る
事
件
や

問
題
が
見
え
隠
れ
す
る
。
た
だ
、
そ
う
し
た
出
来
事

と
の
関
わ
り
方
も
五
〇
人
分
だ
。
単
純
化
で
き
な
い

人
生
の
断
片
に
浸
っ
て
い
る
と
、
彼
ら
彼
女
ら
が
ま

る
で
「
人
生
の
同
僚
」（
訳
者
あ
と
が
き
よ
り
）
の

よ
う
に
思
え
て
く
る
。
雑
踏
の
な
か
で
間
違
い
な
く

と
も
に
生
き
て
い
る
同
じ
人
間
。
悲
し
さ
も
愛
ら
し

さ
も
抱
え
込
ん
だ
同
僚
た
ち
と
結
ば
れ
る
感
覚
に
、

勇
気
を
も
ら
え
る
作
品
だ
っ
た
。

　

そ
れ
な
り
に
長
く
編
集
委
員
を
や
っ
て
い
る
け
れ

ど
、
海
外
作
品
を
多
く
読
む
方
で
は
な
い
。
ま
し
て

韓
国
文
学
を
読
む
機
会
は
ず
っ
と
逃
し
て
い
て
、
こ

れ
が
私
の
初
め
て
読
ん
だ
韓
国
文
学
に
な
る
。
そ
の

出
会
い
が
チ
ョ
ン
・
セ
ラ
ン
の
こ
の
愛
お
し
い
物
語

で
、
幸
運
だ
っ
た
な
と
思
う
。
海
を
隔
て
た
隣
の
国

に
生
き
る
人
々
の
文
学
を
も
っ
と
読
ん
で
み
た
い
と

思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
ほ
ら
、
物
語
の
力
は
国
境
な

ん
て
軽
々
と
飛
び
越
え
て
い
く
。�

（�

浅
煎
り 

）

�

（
四
九
〇
頁　

税
込
二
四
二
〇
円　

11
月
刊
）

う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
。
復
元
資
料
を
前
に
ス
タ

ッ
フ
の
解
説
が
聞
こ
え
る
。
当
時
の
人
が
ど
ん
な
言

葉
を
使
っ
て
い
た
か
、
ど
ん
な
道
具
を
使
っ
て
い
た

か
は
わ
か
ら
な
い
、
だ
か
ら
「
間
違
い
を
描
か
な
い

た
め
に
、
こ
ん
な
工
夫
を
す
る
し
か
な
い
」
の
だ
と
。

五
年
と
い
う
歳
月
は
、
記
憶
を
薄
れ
さ
せ
る
の
に
十

分
だ
。
こ
こ
に
叔
母
は
い
な
い
。
だ
と
し
た
ら
、

「
ど
ん
な
工
夫

0

0

0

0

0

が
で
き
る
だ
ろ
う
？
」

　

見
聞
き
す
る
も
の
す
べ
て
に
叔
母
の
痕
跡
を
探
す

景
子
。
そ
こ
に
一
本
の
電
話
が
、
平
原
夏
葵
と
い
う

新
し
い
関
係
が
入
っ
て
き
た
瞬
間
、
こ
の
物
語
は
鮮

や
か
に
展
開
し
て
い
く
。�

（�

ひ
る
ね 

）

�

（
一
一
二
頁　

税
込
一
六
五
〇
円　

1
月
刊
）
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チ
ー
ヴ
ァ
ー
短
篇
選
集

ジ
ョ
ン
・
チ
ー
ヴ
ァ
ー
著

川
本
三
郎
編
、川
本
三
郎
訳

ち
く
ま
文
庫

　

た
と
え
ば
、
こ
ん
な

や
り
と
り
―
―

　
《「
水
爆
か
と
思
っ
た

わ
」
彼
女
は
い
っ
た
。

「
た
だ
の
ケ
ー
キ
だ
よ
」
彼
は
い
っ
た
。》

　

た
と
え
ば
こ
う
い
う
奇
妙
さ
が
チ
ー
ヴ
ァ
ー
の
持

ち
味
だ
。（
神
経
質
な
性
格
と
は
い
え
）
郊
外
の
住

宅
街
で
つ
つ
が
な
く
暮
ら
す
夫
婦
が
、
深
夜
の
キ
ッ

チ
ン
で
こ
ん
な
に
も
噛
み
合
わ
な
い
会
話
を
し
て
い

る
と
は
、
近
所
の
人
は
絶
対
に
思
っ
て
い
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
こ
ん
な
書
き
出
し
―
―

　
《
私
の
家
族
は
精
神
的
な
結
び
つ
き
が
非
常
に
強

い
。
父
は
私
た
ち
が
子
ど
も
の
と
き
ヨ
ッ
ト
の
事
故

で
溺
れ
死
ん
だ
。》

　

ま
た
、
噛
み
合
わ
な
い
感
じ
。
二
つ
の
文
―
―
家

族
の
絆
と
父
の
死
―
―
が
、
当
た
り
前
の
よ
う
に
つ

な
げ
ら
れ
て
い
る
。
見
過
ご
し
て
し
ま
お
う
と
思
え

ば
そ
う
も
で
き
る
、
す
こ
し
だ
け
ね
じ
れ
た
感
じ
。

　

ざ
っ
く
り
言
う
と
、
彼
が
描
く
の
は
二
〇
世
紀
後

半
の
ア
メ
リ
カ
郊
外
住
宅
地
の
豊
か
で
平
穏
な
暮
ら

し
と
、
そ
の
裏
に
ひ
そ
む
暗
さ
、
そ
し
て
不
条
理
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
短
編
集
に
収
録
さ
れ
て

い
る
の
も
基
本
的
に
そ
う
い
っ
た
作
品
群
だ
。

　

と
は
い
え
、
そ
う
簡
単
に
ま
と
め
て
分
か
っ
た
気

に
さ
せ
て
は
も
ら
え
な
い
の
が
チ
ー
ヴ
ァ
ー
の
魅
力

な
の
だ
。
彼
の
作
品
は
、
不
条
理
と
い
う
単
語
も
困

っ
た
顔
を
し
て
し
ま
う
ほ
ど
の�

ほ
ん
も
の
の
意
味
わ

か
ら
な
さ 

で
我
々
を
唖
然
と
さ
せ
る
。
そ
し
て
、
豊

か
さ
の
暗
い
側
面
を
見
つ
め
な
が
ら
も
そ
の
余
韻
は

必
ず
し
も
暗
い
も
の
で
は
な
い
。

　

チ
ー
ヴ
ァ
ー
世
界
の
虜
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
あ
な

た
に
は
、
村
上
春
樹
が
編
訳
し
た
も
う
一
冊
の
短
編

集
、『
巨
大
な
ラ
ジ
オ
／
泳
ぐ
人
』
も
ぜ
ひ
手
に
取

っ
て
み
て
ほ
し
い
。�

（�

コ
ー
ク 

）

�

（
三
三
六
頁　

税
込
一
二
一
〇
円　

12
月
刊
）

　

殺
害
さ
れ
た
ば
か
り

の
死
体
で
埋
め
尽
く
さ

れ
た
浜
辺
。
横
た
わ
る

若
者
と
、
彼
を
見
つ
め

る
女
神
の
ご
と
き
美
貌
の
娘
。
宴
会
の
跡
と
金
銀
財

宝
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
一
体
何
が

起
こ
っ
た
の
か
？　

二
人
は
何
者
な
の
か
？　

謎
が

謎
を
呼
ぶ
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
小
説
の
最
高
峰
。

　

古
代
地
中
海
世
界
に
お
い
て
主
流
の
文
学
作
品
は

韻
文
で
あ
り
、
散
文
は
歴
史
や
哲
学
な
ど
の
著
作
に

用
い
ら
れ
る
形
式
で
あ
っ
た
。（
我
々
が
想
像
す
る

よ
う
な
）
小
説
が
現
れ
る
の
は
、
ホ
メ
ロ
ス
や
ア
テ

ナ
イ
の
悲
喜
劇
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
文
学
を
経
て
、
紀
元

前
後
に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
。
他
に
も
『
ダ
フ
ニ
ス

と
ク
ロ
エ
』（
ロ
ン
ゴ
ス
作
）
な
ど
い
く
つ
か
の
作

品
が
現
存
す
る
が
、『
エ
テ
ィ
オ
ピ
ア
物
語
』
の
技

巧
は
頭
一
つ
抜
け
て
い
る
。

　

本
作
の
魅
力
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
世
界
の
枠
組
み

の
な
か
で
編
み
出
さ
れ
る
近
現
代
の
小
説
の
よ
う
な

複
雑
な
時
系
列
、
何
重
に
も
な
っ
た
語
り
の
構
造
を

も
つ
高
度
な
叙
述
で
あ
る
。
一
方
で
は
あ
た
か
も
推

理
小
説
の
よ
う
な
謎
と
そ
の
解
明
を
繰
り
返
し
、
起

き
た
出
来
事
や
語
ら
れ
た
こ
と
が
テ
ン
ポ
よ
く
結
び

つ
い
て
い
く
。
ま
た
他
方
で
は
ホ
メ
ロ
ス
や
エ
ウ
リ

ピ
デ
ス
と
い
っ
た
古
典
古
代
の
作
品
を
彷
彿
と
さ
せ
、

ギ
リ
シ
ア
の
神
話
的
世
界
を
醸
成
す
る
。

　

古
代
ギ
リ
シ
ア
の
文
学
は
、
た
い
て
い
読
者
に
神

話
伝
統
に
関
す
る
知
識
を
要
求
す
る
。
訳
注
と
本
文

を
絶
え
ず
突
き
合
わ
せ
て
読
む
こ
と
も
多
い
。
し
か

し
、
本
作
は
そ
う
し
た
前
提
知
識
が
な
く
と
も
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
。
下
巻
も
併
せ
て
古
代
ギ
リ
シ
ア

世
界
へ
の
入
り
口
と
し
て
お
す
す
め
し
た
い
。

　

さ
て
、
夜
が
明
け
、
物
語
の
幕
が
上
が
り
ま
す
。

「
今
し
も
う
ら
ら
か
な
一
日
が
明
け
…
…
」�

（�

荒
砥 

）

�

（
三
〇
八
頁　

税
込
一
〇
〇
一
円　

10
月
刊
）

エ
テ
ィ
オ
ピ
ア
物
語（
上
）

ヘ
リ
オ
ド
ロ
ス
著

下
田
立
行
訳

岩
波
文
庫
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法
城
を
護
る
人
々

松
岡
譲
著

法
蔵
館
文
庫

　
「
虚
偽
と
無
慚
で
固

め
た
生
活
を
繰
り
か
え

す
寺
院
の
徒
。
そ
れ
を

ま
た
良
心
も
な
く
批
判

も
な
し
に
育
て
て
ゆ
く
檀
信
徒
。
法
城
を
護
る
人
々

の
生
活
は
こ
う
し
て
下
に
向
か
っ
て
ほ
と
ん
ど
停
止

す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い
有
様
で
あ
る
。」

　

真
宗
大
谷
派
末
寺
の
後
継
ぎ
と
し
て
生
ま
れ
た
主

人
公
は
、
寺
院
制
度
の
腐
敗
に
葛
藤
し
、
父
親
と
対

立
す
る
―
―
本
作
の
梗
概
を
こ
う
記
せ
ば
、
そ
れ
は

そ
の
ま
ま
作
家
・
松
岡
譲
の
生
い
立
ち
と
重
な
る
。

夏
目
漱
石
の
弟
子
に
し
て
、
芥
川
龍
之
介
・
久
米
正

雄
ら
と
同
人
誌
『
新
思
潮
』
に
筆
名
を
並
べ
た
彼
の

自
伝
的
大
作
が
復
刊
を
果
た
し
た
。

　

御
遠
忌
も
、
大
説
教
者
も
、
法
主
の
下
向
も
、

「
命
が
け
な
真
摯
さ
は
ど
こ
に
も
な
い
」。
主
人
公
の

批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
通
し
て
、
信
仰
を
金
儲
け
の

手
段
に
貶
め
る
醜
悪
を
徹
底
的
に
描
き
き
る
。
し
か

し
彼
の
潔
癖
な
視
線
は
自
身
の
矛
盾
や
欺
瞞
も
見
逃

さ
な
い
。「
自
分
の
生
活
を
も
っ
て
裏
打
ち
し
な
い

思
想
は
要
す
る
に
鉛
の
兵
隊
さ
ん
だ
。
戦
う
力
も
な

い
み
て
く
れ
だ
け
の
玩
具
じ
ゃ
な
い
か
」。
崇
高
な

メ
ア
リ
・シ
ェ
リ
ー

『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』か
ら〈
共
感
の
共
同
体
〉へ

シ
ャ
ー
ロ
ッ
ト
・
ゴ
ー
ド
ン
著

小
川
公
代
訳
　
白
水
社

　
「
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
」
の
名
は
誰
も

が
耳
に
し
た
こ
と
が
あ

る
だ
ろ
う
。
怪
物
を
生

み
出
し
た
科
学
者
の
名
で
あ
り
、
一
八
一
八
年
に
出

版
さ
れ
た
ゴ
シ
ッ
ク
小
説
の
表
題
で
あ
る
。
近
代
に

お
け
る
“
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
”
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
と
そ
の
被
造
物
た
る
怪
物
―
―（
ア
シ
モ
フ
曰
く
）

メ
フ
ィ
ス
ト
フ
ェ
レ
ス
的
な
応ネ

メ

シ

ス

報
天
罰
神
は
、
文
学

史
上
あ
ま
り
に
強
烈
な
モ
チ
ー
フ
を
打
ち
立
て
た
。

だ
が
一
方
で
、
そ
の
作
者
自
身
に
焦
点
を
当
て
ら
れ

る
こ
と
が
、
は
た
し
て
ど
れ
ほ
ど
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

　

彼
女
の
名
は
メ
ア
リ
・
シ
ェ
リ
ー
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
の
先
駆
メ
ア
リ
・
ウ
ル
ス
ト
ン
ク
ラ
フ
ト
と
、
急

進
的
政
治
思
想
家
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ゴ
ド
ウ
ィ
ン
の
間

に
生
ま
れ
た
彼
女
の
生
涯
は
あ
る
意
味
で
、
女
性
で

あ
る
こ
と
の
政
治
性
を
一
身
に
引
き
受
け
る
も
の
で

あ
っ
た
。
母
の
死
、
義
母
と
の
確
執
、
夫
パ
ー
シ
ー

と
の
出
会
い
、
流
産
や
死
別
な
ど
、
波
乱
に
満
ち
た

彼
女
の
実
人
生
か
ら
、
本
書
は
そ
の
諸
作
品
を
紐
解

い
て
ゆ
く
。『
フ
ラ
ン
ケ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
の
枠
物

語
の
外
部
に
潜
む
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
の
存
在
、『
マ
チ

ル
ダ
』
に
お
け
る
父
娘
の
近
親
相
姦
的
愛
の
葛
藤
な

ど
、
登
場
人
物
の
分
析
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
の

は
、
女
性
と
し
て
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
問
題
意

識
、
性
や
社
会
を
取
り
巻
く
構
造
的
規
範
と
の
間
で

相
克
す
る
女
性
た
ち
の
姿
だ
。
そ
の
作
品
の
真
価
は
、

メ
ア
リ
・
シ
ェ
リ
ー
と
い
う
フ
ァ
イ
ン
ダ
ー
越
し
に

眺
め
る
こ
と
で
初
め
て
立
体
的
に
捉
え
ら
れ
る
。

　

本
書
は
い
わ
ば
、
十
九
世
紀
社
会
を
生
き
た
一
人

の
女
性
の
批

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
バ
イ
オ
グ
ラ
フ
ィ

評
的
伝
記
だ
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
い
う
相

の
も
と
、
作
者
と
作
品
―
―
創
造
主
と
被
造
物
の
間

に
働
く
相
互
作
用
を
映
し
出
し
、
女
性
作
家
メ
ア

リ
・
シ
ェ
リ
ー
の
全
体
像
に
迫
る
。�（�

投
稿
・
猫
足 

）

�

（
二
〇
二
頁　

税
込
二
四
二
〇
円　

12
月
刊
）

理
想
か
、
現
実
の
生
活
か
。
ど
ち
ら
が
真
の
人
生
な

の
か
。
寺
生
ま
れ
と
い
う
特
殊
な
運
命
を
描
き
、
浩

瀚
な
仏
教
的
描
写
に
彩
ら
れ
な
が
ら
も
、
多
感
な
青

年
の
葛
藤
は
、
自
ら
と
真
剣
に
向
き
合
う
が
ゆ
え
に
、

誰
し
も
の
人
生
と
共
鳴
す
る
。

　

同
窓
の
芥
川
は
、
書
き
か
け
の
原
稿
の
隣
で
死
ん

だ
よ
う
に
眠
る
松
岡
の
姿
を
印
象
的
に
追
想
し
て
い

る
（「
あ
の
頃
の
自
分
の
事
」）。「
彼
は
眠
り
な
が
ら

睫
毛
の
間
へ
、
涙
を
一
ぱ
い
た
め
て
ゐ
た
」。
寺
を

継
ぐ
こ
と
を
拒
み
、
名
前
ま
で
変
え
て
、
作
家
と
し

て
生
き
る
こ
と
を
選
ん
だ
松
岡
譲
。
そ
の
涙
の
裏
側

が
し
の
ば
れ
る
。�

（�

く
た
く
た 

）

�

（
五
二
八
頁　

税
込
二
二
〇
〇
円　

11
月
刊
）
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ぼ
く
の
文
章
読
本

荒
川
洋
治
著

河
出
書
房
新
社

　

タ
イ
ト
ル
に
注
意
し

よ
う
。
本
書
は
あ
く
ま

で
「
ぼ
く
の
」
文
章
読

本
。
普
通
の
文
章
読
本

と
は
一
味
違
う
。
文
章
を
書
く
と
き
の
心
得
や
文
章

を
読
む
と
き
の
作
法
を
教
え
て
く
れ
る
の
が
普
通
の

「
文
章
読
本
」
だ
が
、
本
書
は
そ
う
し
た
理
論
や
作

法
を
教
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。「
文
章
」
と

い
う
テ
ー
マ
と
ゆ
る
や
か
に
つ
な
が
っ
た
荒
川
洋
治

の
文
章
が
計
五
五
編
並
ぶ
。
ぼ
く
た
ち
は
そ
れ
を
た

だ
た
だ
読
ん
で
い
く
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
何
か
を
学

び
取
る
。「
背
中
を
見
て
学
ぶ
」
と
い
う
の
に
近
い
。

　

と
は
い
え
、
そ
の
ゆ
る
さ
と
は
裏
腹
に
、
一
編
一

編
の
深
度
は
か
な
り
の
も
の
。
と
く
に
大
事
な
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
と
感
じ
た
の
は
「
散
文
」
と
い
う

題
の
文
章
。
多
く
の
人
に
情
景
を
ま
っ
す
ぐ
伝
え
る

の
が
散
文
の
使
命
だ
が
、「
谷
間
の
道
を
三
人
の
村

人
が
通
る
」
の
を
見
た
と
き
、
人
は
本
当
に
「
谷
間

の
道
を
」「
三
人
の
」「
村
人
が
」「
通
る
」
と
い
う

ふ
う
に
順
序
立
て
て
知
覚
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
荒
川

は
そ
う
問
う
。
そ
こ
に
は
「
三
」「
村
人
」「
谷
間
」

と
い
う
ふ
う
に
進
む
人
も
い
る
は
ず
だ
。
し
か
し
散

文
は
情
報
を
伝
達
す
る
た
め
に
、
そ
の
個
人
的
な
知

覚
を
抑
え
込
ん
で
「
谷
間
の
道
を
三
人
の
村
人
が
通

る
」
と
書
く
こ
と
に
な
る
。「
個
人
の
認
識
を
ま
げ
て
、

散
文
は
で
き
あ
が
る
」。
散
文
は
そ
の
理
路
整
然
と

し
た
佇
ま
い
と
は
裏
腹
に
、
異
常
な
も
の
な
の
で
あ

る
。
し
か
し
詩
は
違
う
。
そ
れ
は
「
個
人
の
感
じ
た

も
の
を
、
ど
こ
ま
で
も
保
と
う
と
す
る
」。
そ
れ
ゆ

え
「
異
様
な
、
個
人
の
匂
い
が
そ
こ
に
た
ち
こ
め
る
」。

だ
が
本
当
に
異
様
な
の
は
詩
と
散
文
の
ど
ち
ら
な
の

か
。
こ
れ
は
本
当
に
大
事
な
問
い
だ
と
思
う
。

　

素
朴
な
ゆ
る
い
言
葉
は
時
に
鋭
い
批
評
的
な
言
葉

よ
り
も
核
心
を
つ
く
。
本
書
が
そ
の
例
だ
。（�

ぱ
や 

）

�

（
二
四
〇
頁　

税
込
二
四
七
五
円　

11
月
刊
）

　

一
度
で
も
図
書
館
に

足
を
運
ん
だ
こ
と
の
あ

る
人
な
ら
誰
で
も
、
な

ぜ
、
こ
ん
な
に
も
書
物

が
多
い
の
か
と
考
え
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
世
の
す

べ
て
の
知
の
相
互
関
係
を
再
現
す
る
た
め
だ
、
と
答

え
る
と
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
問
い
に
正
面
か

ら
取
り
組
ん
で
い
る
の
が
図
書
館
情
報
学
で
あ
る
。

　

本
書
は
、
図
書
館
情
報
学
の
碩
学
が
四
〇
年
以
上

に
わ
た
る
思
索
の
末
に
生
み
出
し
た
、
こ
の
分
野
の

一
級
品
の
入
門
書
で
あ
る
。
歴
史
と
現
在
の
事
例
を

縦
横
に
「
参
照
」
し
、
書
物
を
通
じ
た
知
の
構
築
、

書
物
同
士
の
結
び
つ
き
が
生
む
知
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

の
形
成
、
図
書
館
が
そ
こ
で
果
た
す
理
論
的
役
割
な

ど
を
論
じ
て
い
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
研
究
か
ら
国
会

図
書
館
の
最
新
の
動
向
ま
で
を
論
じ
る
内
容
の
豊
富

さ
か
ら
、
実
際
の
図
書
館
運
営
に
関
わ
る
人
だ
け
で

な
く
、
社
会
科
学
一
般
に
お
け
る
知
の
産
出
に
関
心

の
あ
る
人
に
も
勧
め
ら
れ
る
一
冊
と
な
っ
て
い
る
。

　

図
書
館
情
報
学
に
関
す
る
専
門
・
入
門
書
は
、
近

年
日
本
で
多
く
刊
行
さ
れ
て
お
り
、
隆
盛
を
迎
え
て

い
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、
も
は
や
書
物
以
外
を
通

し
て
知
を
獲
得
す
る
こ
と
が
当
た
り
前
と
な
っ
た
情

報
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
時
代
に
、
で
は
書
物
や
図
書

館
に
ど
ん
な
意
義
が
あ
る
の
か
と
い
う
逼
迫
し
た
関

心
の
反
映
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
一
方
で
、
あ
ら

ゆ
る
知
が
同
質
的
に
流
通
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
現

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
知
の
信
頼
性
の
覇
権

を
め
ぐ
る
争
い
が
絶
え
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
、

書
物
や
図
書
館
は
、
い
か
に
し
て
知
の
流
通
や
信
頼

性
と
関
与
し
て
き
た
、
あ
る
い
は
し
て
い
る
の
か
。

本
書
は
、
図
書
館
情
報
学
を
取
り
巻
く
問
題
系
の
広

が
り
の
中
で
こ
の
問
い
を
捉
え
、
向
き
合
う
た
め
の

重
要
な
布
石
と
な
る
だ
ろ
う
。�

（�

投
稿
・
倉
井 

）

�

（
二
三
四
頁　

税
込
四
一
八
〇
円　

10
月
刊
）

知
の
図
書
館
情
報
学

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
、ア
ー
カ
イ
ブ
、 

レ
フ
ァ
レ
ン
ス
の
本
質

根
本
彰
著
　
丸
善
出
版



綴　　　　葉 2025. 4. 10

12

責
任
と
物
語

戸
谷
洋
志
著

春
秋
社

　
「
責
任
」
と
聞
く
と
、

他
者
か
ら
咎
め
ら
れ
る

よ
う
な
気
が
し
て
身
が

縮
こ
ま
っ
て
し
ま
う
。

だ
か
ら
、「
人
の
意
志
な
ん
て
疑
わ
し
く
な
い
で
す

か
？　

行
為
を
人
に
帰
属
さ
せ
て
責
任
を
取
ら
せ
る

な
ん
て
で
き
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
？
」
と
、
聞

き
齧
っ
た
こ
と
を
も
と
に
反
論
し
た
く
も
な
る
。

　

し
か
し
筆
者
は
さ
ら
り
と
指
摘
す
る
。
そ
ん
な
こ

と
言
っ
ち
ゃ
た
ら
、
あ
な
た
の
功
績
を
あ
な
た
の
功

績
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
よ
、
と
。

そ
し
て
「
責
任
を
引
き
受
け
る
」
こ
と
は
次
の
よ
う

に
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
私
が
し
た
こ
と
を
―
―

そ
の
良
し
悪
し
に
関
わ
ら
ず
―
―
確
か
に
私
の
し
た

こ
と
だ
と
認
め
る
こ
と
だ
、
と
。

　

な
る
ほ
ど
、「
責
任
」
と
い
う
言
葉
は
、
当
初
考

え
て
い
た
よ
り
も
ず
い
ぶ
ん
さ
っ
ぱ
り
し
て
い
る
よ

う
だ
。
だ
と
し
て
も
、
な
ぜ
そ
れ
を
引
き
受
け
る
必

要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
？　

そ
れ
は
、
あ
な
た
が
あ
な

た
で
あ
る
た
め
な
ん
だ
よ
、
と
筆
者
は
い
う
。
私
た

ち
人
間
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
物
語
を
持
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
同
じ
く
固
有
の
物
語
を
持
つ
無
数
の
他
者

戦
争
の
思
想
史

哲
学
者
は
戦
う
こ
と
を
ど
う
考
え
て

き
た
の
か

中
山
元
著
　
平
凡
社

　
「
正
義
の
戦
争
」
と

「
不
正
義
の
戦
争
」
が

区
別
さ
れ
て
い
た
古
代

か
ら
、
現
在
進
行
形
で

発
生
し
て
い
る
ロ
シ
ア
・
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
ま
で

…
…
。
戦
争
の
歴
史
と
、
そ
れ
を
批
判
し
平
和
を
目

指
し
た
思
想
史
の
歴
史
を
、
古
代
、
中
世
・
近
世
、

近
代
、
現
代
の
四
つ
の
時
代
に
分
け
て
辿
る
一
冊
と

な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
本
書
の
面
白
さ
は
、
単
純
に

戦
争
を
批
判
し
て
い
る
思
想
家
だ
け
で
は
な
く
、
戦

争
の
必
要
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
思
想
家
も
取
り

上
げ
て
い
る
点
に
あ
る
―
―
ヘ
ー
ゲ
ル
な
ど
が
良
い

例
で
あ
る
。

　

そ
も
そ
も
古
代
で
は
、
国
家
の
形
成
と
戦
争
は
不

可
分
の
関
係
性
で
あ
っ
た
。
そ
こ
か
ら
宗
教
や
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
、
そ
し
て
地
政
学
的
理
由
な

ど
に
よ
り
、
戦
争
は
増
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
近
世

こ
ろ
か
ら
戦
争
に
対
す
る
法
哲
学
を
は
じ
め
と
す
る

様
々
な
哲
学
的
な
見
解
が
出
現
す
る
。
戦
争
の
倫
理

に
つ
い
て
議
論
さ
れ
る
の
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
で

あ
り
、
現
代
に
お
い
て
は
戦
争
の
要
因
が
よ
り
複
雑

化
し
、
経
済
や
軍
事
、
文
化
、
情
報
な
ど
様
々
な
側

面
が
関
わ
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

　

哲
学
者
の
思
想
や
そ
の
歴
史
的
潮
流
を
主
題
と
し

て
い
る
た
め
、
多
少
は
わ
か
り
に
く
さ
を
感
じ
る
部

分
も
あ
る
。
し
か
し
、
戦
争
の
定
義
を
明
記
し
、
こ

こ
ま
で
多
く
の
思
想
家
の
主
張
を
時
系
列
で
描
い
て

い
る
著
書
は
、
日
本
語
文
献
で
は
あ
ま
り
見
ら
れ
な

い
。
哲
学
や
戦
争
な
ど
に
興
味
の
あ
る
人
は
も
ち
ろ

ん
、
避
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
共
通
認
識
が
あ
る

「
戦
争
」
と
い
う
営
み
が
何
故
様
々
な
技
術
も
発
達

し
た
現
代
に
お
い
て
ま
で
人
々
を
苦
し
め
て
い
る
の

か
疑
問
に
思
っ
て
い
る
人
に
も
一
読
の
価
値
が
あ
る

一
冊
。�

（�

プ
ラ
チ 

）

�

（
三
三
六
頁　

税
込
三
三
〇
〇
円　

2
月
刊
）

と
関
わ
り
な
が
ら
、
日
々
行
為
し
て
い
る
。
た
だ
し

そ
の
行
為
は
、
ど
ん
な
に
考
え
抜
い
た
先
の
も
の
だ

と
し
て
も
、
時
と
し
て
思
い
が
け
な
い
事
態
を
招
い

て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
他
者
が
ど
ん
な
反
応
を
す
る

か
完
全
に
想
像
し
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
仕

方
の
な
い
こ
と
だ
。
そ
の
中
で
他
者
と
折
り
合
い
を

つ
け
て
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
自
ら
の
責
任
を
引

き
受
け
て
行
為
を
振
り
返
り
、
物
語
を
編
み
直
す
こ

と
が
必
要
だ
。
私
が
私
と
し
て
生
き
る
と
は
、
物
語

を
指
針
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

読
み
終
え
て
本
を
閉
じ
る
。
少
し
胸
が
軽
く
な
る

の
を
感
じ
た
。�

（�

投
稿
・
白
橋
つ
む
ぐ 

）

�

（
二
二
四
頁　

税
込
二
二
〇
〇
円　

1
月
刊
）
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大
量
死
と
探
偵
小
説

笠
井
潔
著

星
海
社
新
書

象
徴
天
皇
の
実
像

「
昭
和
天
皇
拝
謁
記
」を
読
む

原
武
史
著
　
岩
波
新
書

東
ア
ジ
ア
現
代
史

家
近
亮
子
著

ち
く
ま
新
書

　

大
元
帥
か
ら
象
徴
へ
。
戦
後
、
昭
和
天
皇
は
何
を

思
っ
た
の
か
。
一
九
四
九
年
か
ら
五
三
年
に
か
け
て

側
近
が
著
し
た
「
拝
謁
記
」
か
ら
、
天
皇
の
素
顔
と

象
徴
制
の
実
態
が
浮
か
び
上
が
る
。
母
・
皇
太
后
節

子
と
の
確
執
、
皇
太
子
明
仁
へ
の
不
安
…
…
等
身
大

の
人
間
と
し
て
の
天
皇
像
を
、
研
究
の
第
一
人
者
が

解
説
す
る
。

　

外
国
観
、
人
物
観
、
宗
教
観
な
ど
、
テ
ー
マ
ご
と

に
記
述
が
整
理
さ
れ
る
な
か
で
、
や
は
り
興
味
を
引

く
の
は
戦
争
や
軍
事
に
関
す
る
考
え
だ
。
開
戦
の
発

端
は
軍
部
の
「
下
剋
上
」
で
あ
り
、
天
皇
自
身
は
平

和
を
望
ん
で
い
た
…
…
と
い
う
話
が
よ
く
知
ら
れ
る
。

し
か
し
張
作
霖
爆
殺
事
件
や
二
・
二
六
事
件
に
対
し

て
は
悔
恨
を
滲
ま
せ
る
一
方
で
、
終
戦
後
も
朝
鮮
戦

争
な
ど
共
産
主
義
国
家
の
動
向
を
警
戒
し
、
再
軍
備

を
主
張
す
る
。
朝
鮮
半
島
に
対
し
て
は
差
別
的
な
発

言
も
目
立
つ
。
旺
盛
に
政
治
を
語
る
様
子
か
ら
は
、

戦
中
の
意
識
が
抜
け
き
ら
な
い
こ
と
が
窺
え
る
。

　

戦
後
八
〇
年
。
国
際
情
勢
の
悪
化
に
呼
応
し
て
改

憲
や
防
衛
強
化
が
叫
ば
れ
る
今
日
は
、
あ
の
頃
と
地

続
き
だ
。
昭
和
一
〇
〇
年
の
節
目
に
、
戦
争
と
平
和

を
考
え
直
す
よ
す
が
と
し
た
い
。�

（�

く
た
く
た 

）
�

（
二
五
四
頁　

税
込
一
〇
五
六
円　

10
月
刊
）

　

大
戦
間
期
の
英
米
で
は
、
後
世
に
残
る
探
偵
小
説

の
傑
作
が
数
多
く
発
表
さ
れ
た
。
ミ
ス
テ
リ
史
全
体

を
見
渡
し
て
も
際
立
っ
て
質
と
量
が
両
立
し
て
い
た

こ
の
時
期
を
、
探
偵
小
説
の
黄
金
時
代
と
呼
ぶ
。
け

れ
ど
も
い
っ
た
い
何
が
、
こ
の
時
代
の
作
家
た
ち
に

あ
れ
ほ
ど
の
傑
作
を
書
か
せ
た
の
か
？

　

著
者
の
答
え
は
、
世
界
大
戦
の
惨
禍
で
あ
る
。
近

代
兵
器
の
登
場
、
塹
壕
戦
の
経
験
。《
産
業
廃
棄
物

に
も
等
し
い
ボ
ロ
屑
の
よ
う
な
死
骸
の
山
》。
そ
の

無
機
質
で
大
量
の
死
は
、
探
偵
小
説
が
人
間
の
死
を

パ
ズ
ル
の
駒
と
し
て
扱
う
下
地
を
生
む
。
け
れ
ど
も

一
方
で
、
匿
名
的
で
無
意
味
な
死
体
の
山
は
、
意
味

あ
る
死
、
特
権
的
な
死
を
人
び
と
に
希
求
さ
せ
た
。

探
偵
小
説
と
は
、
目
の
前
に
転
が
る
死
体
に
物
語
を

与
え
る
形
式
で
も
あ
る
の
だ
。
英
米
の
探
偵
小
説
に

黄
金
期
を
も
た
ら
し
た
こ
の
仕
組
み
は
、
第
二
次
世

界
大
戦
後
、
日
本
で
も
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

笠
井
潔
に
よ
る
過
去
の
探
偵
小
説
論
か
ら
再
録
・

再
編
し
た
本
書
は
、「
大
量
死
理
論
」
と
し
て
知
ら

れ
る
彼
の
こ
う
し
た
史
観
を
概
観
で
き
る
一
冊
だ
。

と
き
に
普
遍
的
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
こ
の
形
式
の
時

代
性
を
、
笠
井
は
剔
抉
す
る
。�

（�

水
炊
き 

）

�

（
二
五
六
頁　

税
込
一
四
八
五
円　

10
月
刊
）

　

新
書
の
特
徴
で
あ
る
手
軽
さ
。
そ
れ
を
容
易
く
裏

切
っ
て
い
く
こ
の
厚
み
（
五
一
二
頁
！
）。
ま
る
で

辞
書
の
よ
う
に
長
く
手
元
に
携
え
て
お
け
る
新
書
も
、

ま
た
独
特
の
味
わ
い
深
さ
が
あ
る
。

　
「
〇
〇
史
」
と
銘
打
た
れ
た
新
書
は
、
得
て
し
て

そ
う
し
た
息
の
長
い
魅
力
を
持
っ
て
い
る
。
本
書

『
東
ア
ジ
ア
現
代
史
』
は
、
日
本
・
中
国
・
朝
鮮
・

台
湾
・
香
港
の
近
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
の
一
五

〇
年
の
歴
史
を
一
挙
に
眺
望
で
き
る
一
冊
だ
。

　

道
を
違
え
た
近
代
化
の
過
程
、
大
戦
と
冷
戦
構
造

下
で
の
各
地
域
の
戦
略
。
私
た
ち
が
生
き
る
こ
の
東

ア
ジ
ア
の
辿
っ
て
き
た
複
雑
な
経
緯
が
手
際
よ
く
整

理
さ
れ
、
そ
の
密
接
な
繋
が
り
が
浮
か
び
上
が
る
。

ま
た
、
急
速
な
少
子
高
齢
化
、
教
育
の
歪
み
と
広
が

る
格
差
、
歴
史
認
識
の
対
立
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
が
共

通
し
て
抱
え
る
社
会
課
題
に
つ
い
て
も
コ
ン
パ
ク
ト

に
解
説
さ
れ
て
い
る
の
も
あ
り
が
た
い
と
こ
ろ
。

　

歴
史
と
は
一
国
の
中
だ
け
で
生
み
出
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
。
複
数
の
糸
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
結
果

と
し
て
の
「
現
在
」
だ
。
こ
の
一
冊
が
本
棚
に
あ
る

だ
け
で
、
い
つ
で
も
、
い
つ
ま
で
も
過
去
と
未
来
を

取
り
出
せ
る
。�

（�

浅
煎
り 

）

�

（
五
一
二
頁　

税
込
一
五
四
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

家
父
長
制
を
め
ぐ
る
東
ア
ジ
ア
の
葛
藤

　

家
父
長
制
と
い
う
男
性
が
支
配
的
な
地
位
を
占
め
る
社
会
シ
ス
テ
ム
は
、
日

本
に
限
ら
ず
東
ア
ジ
ア
全
体
に
深
く
根
付
い
て
い
る
。
儒
教
文
化
や
近
代
国
家

形
成
の
中
で
社
会
構
造
に
入
り
込
ん
だ
男
性
優
位
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
観
は
、
様
々

な
格
差
や
差
別
、
暴
力
を
生
ん
で
い
る
。
中
国
や
韓
国
の
状
況
に
つ
い
て
耳
に

す
る
こ
と
は
あ
る
が
、
人
び
と
の
個
人
的
な
感
情
に
触
れ
る
機
会
は
あ
ま
り
な

い
。
同
じ
東
ア
ジ
ア
に
生
き
る
人
間
と
し
て
彼
女
／
彼
ら
の
個
人
的
な
経
験
に

目
を
向
け
る
と
、
自
ら
の
う
ち
に
抱
え
て
い
る
葛
藤
を
共
有
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

二
〇
一
五
年
、
中
国
で
地
下
鉄
や
バ
ス
で
の
痴
漢
行
為
を
非
難
す
る
ス
テ
ッ

カ
ー
の
配
布
を
計
画
し
た
五
人
の
活
動
家
が
逮
捕
さ
れ
た
。
李
麦
子
、
武
嵘

嵘
、
鄭
楚
然
、
韋
婷
婷
、
王
曼
。
女
性
の
抑
圧
を
訴
え
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
・
ア
ー
ト
を
展
開
し
て
い
た
五
人
は
、
逮
捕
報
道
を
契
機
に
フ
ェ
ミ
ニ
ス

ト
・
フ
ァ
イ
ブ
（
女
権
五
姉
妹
）
と
呼
ば
れ
注
目
を
集
め
る
。
彼
女
た
ち
は
家

父
長
制
的
権
威
主
義
の
国
家
体
制
に
異
を
唱
え
る
シ
ン
ボ
ル
と
な
り
、
国
内
で

芽
生
え
つ
つ
あ
っ
た
政
治
的
運
動
を
覚
醒
さ
せ
た
。『�

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
・
フ
ァ

イ
ブ
　
中
国
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
は
じ
ま
り 

』
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
長

年
活
動
家
た
ち
と
交
流
し
て
き
た
社
会
学
者
が
、
中
国
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動

が
国
家
体
制
を
揺
る
が
す
ほ
ど
に
活
性
化
し
た
理
由
に
迫
る
一
冊
だ
。

　

一
人
っ
子
政
策
の
失
敗
か
ら
女
性
に
出
産
を
奨
励
す
る
共
産
党
は
、
女
性
を

男
尊
女
卑
が
根
付
く
伝
統
的
家
族
観
に
押
し
込
め
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
う
し

た
中
で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
普
及
は
人
権
意
識
の
拡
大
に
貢
献
し
、
各
地
で
セ

ク
ハ
ラ
や
性
加
害
を
糾
弾
す
る
声
が
高
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
二
〇
世
紀
か
ら
続

く
労
働
運
動
が
女
性
た
ち
の
運
動
に
呼
応
す
る
。
こ
う
し
て
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
は
、

共
産
党
の
体
制
を
脅
か
す
ほ
ど
に
大
き
な
潮
流
に
な
っ
た
の
だ
っ
た
。

　

著
者
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
の
経
験
を
活
か
し
、
五
人
を
は
じ
め
と
す

る
活
動
家
た
ち
の
生
の
声
を
鮮
明
に
記
録
す
る
。
父
か
ら
暴
力
を
受
け
て
い
た

母
の
記
憶
、
女
の
子
だ
か
ら
と
あ
し
ら
わ
れ
進
学
や
就
業
な
ど
望
む
よ
う
な
自

己
実
現
を
阻
ま
れ
た
過
去
と
い
っ
た
、
個
人
的
な
―
―
同
時
に
家
父
長
制
的
な

抑
圧
に
起
因
す
る
―
―
体
験
を
、
彼
女
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
に
持
っ
て
い
る
。
あ

り
ふ
れ
た
暴
力
だ
か
ら
こ
そ
、
抵
抗
の
声
は
社
会
に
響
き
、
共
鳴
し
た
の
だ
。

　

父
長
制
に
異
を
唱
え
る
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
の
運
動
は
し
ば
し
ば
強
烈
な
反
発
を

受
け
る
。『�

韓
国
男
子
―
―
そ
の
困
難
さ
の
感

情
史 

』
は
、
韓
国
に
お
け
る
バ
ッ
ク
ラ
ッ
シ
ュ

の
主
体
で
あ
る
男
性
が
い
か
な
る
困
難
を
抱

え
て
い
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
著

者
の
チ
ェ
は
彼
ら
の
状
況
を
こ
う
形
容
す
る
。

「
韓
国
男
子
は
、
そ
の
始
ま
り
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
た
だ
の
一
度
も
理
想

的
な
自
己
像
を
現
実
へ
と
具
現
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
そ

の
失
敗
を
つ
ね
に
別
の
社
会
的
弱
者
、
特
に
女
性
の
せ
い
に
し
て
き
た
」。

　

本
書
は
、
韓
国
の
近
現
代
史
を
男
性
の
境
遇
と
い
う
視
点
か
ら
再
構
成
し
、

男
性
性
が
い
か
に
形
成
さ
れ
て
き
た
か
を
描
き
だ
す
。
日
本
の
植
民
地
支
配
は

イ
エ
制
度
を
導
入
し
、
男
性
に
家
長
と
し
て
家
族
を
支
え
る
こ
と
を
強
い
た
。

朝
鮮
戦
争
と
現
在
ま
で
続
く
徴
兵
制
は「
兵
役
の
た
め
身
を
犠
牲
に
す
る
男
性
」

と
「
好
き
勝
手
に
暮
ら
す
女
性
」
と
い
う
対
立
を
生
む
。
熾
烈
な
経
済
的
競
争

に
敗
れ
家
長
の
役
割
を
果
た
せ
な
い
男
性
た
ち
は
女
性
嫌
悪
を
強
め
て
い
っ
た
。

　

こ
う
し
た
大
き
な
文
脈
だ
け
で
な
く
、
本
書
は
、
流
行
語
や
ネ
ッ
ト
ミ
ー
ム

と
い
っ
た
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
も
目
を
向
け
る
。
生
々
し
く
浮
き
彫
り
に
さ
れ

る
対
立
は
、
現
代
日
本
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
の
言
説
と
瓜
二
つ
だ
。
二
冊
の
示
す
東
ア

ジ
ア
の
現
実
は
、
日
本
に
も
通
じ
る
問
題
を
鋭
く
突
き
つ
け
る
。（�

た
い
や
き 

）
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私の本棚

や
が
て
過
去
に
な
る
い
ま
の
た
め
に
―
―『
負
け
イ
ン
』を
語
る

　

最
近
、
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
を
読
み
始
め
た
。
理
由
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
け
れ
ど
、

気
晴
ら
し
に
な
る
と
い
う
の
が
一
番
だ
。
良
い
意
味
で
軽
く
、
す
い
す
い
読
め

て
、
面
白
い
。
わ
け
て
も
最
近
の
お
気
に
入
り
は
、
雨
森
た
き
び
著
／
い
み
ぎ

む
る
絵
『�

負
け
ヒ
ロ
イ
ン
が
多
す
ぎ
る
！ 

』（
ガ
ガ
ガ
文
庫
）
で
あ
る
。
昨

年
に
は
ア
ニ
メ
化
も
さ
れ
た
学
園
コ
メ
デ
ィ
で
、
シ
リ
ー
ズ
は
現
在
、
番
外
短

篇
集
を
含
め
て
八
冊
刊
行
さ
れ
て
い
る
。『
綴
葉
』
ら
し
く
は
な
い
か
も
知
れ

な
い
が
、
こ
の
場
を
借
り
て
紹
介
さ
せ
て
ほ
し
い
。

◆
恋
が
終
わ
っ
て
も
、
物
語
は
終
わ
ら
な
い

　

主
人
公
と
な
る
の
は
、
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
を
謳
歌

す
る
読
書
家
の
少
年
・
温ぬ

く
み
ず水
和か

ず
ひ
こ彦
。
あ
る
日
彼
は

ク
ラ
ス
メ
イ
ト
の
女
子
・
八や

な

み

奈
見
杏あ

ん
な菜

が
失
恋
す

る
現
場
に
立
ち
会
う
。
そ
こ
で
八
奈
見
の
愚
痴
を

聴
い
て
や
っ
た
こ
と
を
呼
び
水
に
し
て
か
、
気
が
付
く
と
彼
の
周
り
に
は
、
八

奈
見
と
同
じ
よ
う
に
失
恋
し
た
少
女
た
ち
―
―
通
称
《
負
け
ヒ
ロ
イ
ン
》
が
集

ま
り
始
め
る
の
だ
っ
た
。
ず
っ
と
好
き
だ
っ
た
幼
馴
染
に
恋
人
が
で
き
て
し
ま

っ
た
陸
上
部
女
子
・
焼や

き
し
お塩
檸れ

も
ん檬
。
逆
に
、
好
き
な
先
輩
と
そ
の
幼
馴
染
と
の
関

係
に
割
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
文
芸
部
女
子
・
小こ

ま
り鞠
知ち

か花
。
恋
に
敗
れ
て
も
、

人
生
は
続
く
―
―
。
自
ら
の
思
い
に
決
着
を
つ
け
よ
う
と
す
る
少
女
た
ち
の
物

語
に
、
お
人
好
し
の
温
水
は
巻
き
込
ま
れ
て
ゆ
く
。

　

視
点
は
基
本
的
に
温
水
少
年
で
あ
る
も
の
の
、
本
作
の
読
み
味
は
群
像
劇
の

そ
れ
に
近
い
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
ひ
と
り
ひ
と
り
に
物
語
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が

絡
ま
る
こ
と
で
小
説
は
展
開
さ
れ
る
。
先
の
読
め
な
い
そ
の
賑
や
か
さ
は
、
ま

る
で
ビ
リ
ヤ
ー
ド
の
よ
う
だ
。
す
れ
違
い
、
ぶ
つ
か
り
、
跳
ね
返
り
な
が
ら
、

少
年
少
女
た
ち
は
収
ま
る
べ
き
と
こ
ろ
―
―
そ
れ
ぞ
れ
の
結
末
に
収
ま
っ
て
ゆ

く
。
け
れ
ど
も
そ
の
営
み
は
終
わ
る
こ
と
が
な
い
。《
俺
た
ち
は
仮
初
め
の
繋

が
り
を
、
繰
り
返
し
つ
か
ん
で
は
手
離
し
て
生
き
て
い
く
》
と
温
水
は
云
う
。

《
そ
れ
は
寂
し
い
け
ど
悲
し
い
ば
か
り
じ
ゃ
な
い
、
そ
ん
な
気
が
す
る
―
―
》。

◆
時
は
流
れ
な
い
、
そ
れ
は
積
み
重
な
る

　

本
作
は
、
そ
の
基
調
こ
そ
コ
メ
デ
ィ
タ
ッ
チ
な
の
に
、
不
思
議
と
エ
モ
ー
シ

ョ
ナ
ル
で
、
切
な
い
。
そ
れ
は
メ
イ
ン
テ
ー
マ
に
失
恋
が
あ
る
か
ら
だ
ろ
う
け

れ
ど
、
も
っ
と
云
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
失
恋
も
、
あ
る
い
は
友
情
も
、
ど
ん
な

勝
利
も
、
敗
北
も
、
バ
カ
騒
ぎ
も
、
や
が
て
は
過
去
に
な
っ
て
ゆ
く
と
い
う
意

識
に
全
体
が
貫
か
れ
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

過
去
は
決
し
て
な
く
な
ら
な
い
。
恋
に
敗
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
恋
し
て
い

た
自
分
ま
で
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
た
と
え
そ
れ
が
、
人
生
を
懸
け

た
恋
だ
っ
た
と
し
て
も
。
こ
れ
は
一
面
で
は
残
酷
な
こ
と
だ
。
八
奈
見
は
十
年

以
上
思
い
続
け
て
い
た
幼
馴
染
を
、
転
校
生
に
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
恋
に
生

き
て
い
た
過
去
を
抱
え
て
、
そ
れ
で
も
八
奈
見
は
生
き
る
ほ
か
な
い
。
あ
の
と

き
行
動
に
出
て
い
れ
ば
、
彼
の
隣
に
い
た
の
は
自
分
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い

―
―
そ
ん
な
後
悔
を
抱
え
て
も
、
過
去
は
変
え
ら
れ
な
い
。

　

け
れ
ど
も
そ
の
不
可
逆
は
ま
た
、
救
い
に
も
な
る
だ
ろ
う
。
過
去
は
変
え
ら

れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
他
の
誰
に
も
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
そ
ば
に
あ
る
。
そ
ん
な

過
去
の
積
み
重
ね
の
う
え
で
、
人
間
は
生
き
て
い
る
の
だ
。
た
と
え
敗
れ
た
恋

だ
と
し
て
も
、《
好
き
に
な
っ
て
良
か
っ
た
》
と
云
え
る
日
が
来
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
素
敵
な
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
一
切
が
過
去
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
わ
れ

わ
れ
は
「
い
ま
」
を
懸
命
に
積
み
重
ね
る
の
で
あ
る
。

　

気
軽
に
手
に
取
っ
た
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
に
、
ぼ
く
は
思
い
が
け
ず
励
ま
さ
れ
た
。

重
た
い
学
術
書
の
あ
い
ま
に
、
あ
な
た
も
い
か
が
だ
ろ
う
。�

（�

水
炊
き 

）
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読
者
か
ら
ひ
と
こ
と

○
京
大
を
舞
台
に
し
た
漫
画
や
小
説
が
い
く
つ
か
あ

る
と
思
う
の
で
、
ど
れ
く
ら
い
あ
る
か
知
り
た
い
で

す
。�

（�

工
学
研
究
科
教
職
員
・
ね
こ
ね
こ
5
5
5 

）

―
―
言
わ
ず
も
が
な
の
『
四
畳
半
神
話
大
系
』
や

『
夜
は
短
し
歩
け
よ
乙
女
』、『
鴨
川
ホ
ル
モ
ー
』。
漫

画
で
言
え
ば
一
・
二
月
号
で
取
り
上
げ
た
『
ヨ
シ
ダ

檸
檬
ド
ロ
ッ
プ
ス
』
に
、『
数
字
で
あ
そ
ぼ
。』。
さ

ら
に
は
ラ
イ
ト
ノ
ベ
ル
で
『
異
世
界
エ
ル
フ
と
京
大

生
』
と
多
種
多
様
に
あ
り
ま
す
ね
。
話
は
ズ
レ
ま
す

が
北
海
道
大
学
獣
医
学
部
が
モ
デ
ル
の
『
動
物
の
お

医
者
さ
ん
』
や
神
戸
の
大
学
生
活
が
メ
イ
ン
の
『
神

戸
在
住
』
な
ど
、
大
学
生
が
中
心
の
物
語
は
独
特
の

雰
囲
気
が
漂
う
名
作
が
多
く
て
良
い
で
す
よ
ね
。

◯
年
末
な
の
で
編
集
委
員
さ
ん
の
一
年
間
の
ベ
ス
ト

を
知
り
た
い
で
す
。

�

（�

人
間
・
環
境
学
研
究
科
・
は
ば 

）

―
―
特
集
で
年
間
ベ
ス
ト
の
よ
う
な
テ
ー
マ
は
扱
っ

て
い
な
い
の
で
た
し
か
に
気
に
な
り
ま
す
ね
。
昨
年

出
版
の
本
で
な
く
申
し
訳
な
い
の
で
す
が
、
個
人
的

に
は
『
図
書
館
の
魔
女
』
シ
リ
ー
ズ
を
読
ん
で
衝
撃

を
受
け
ま
し
た
。
言
葉
が
主
題
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で

す
が
、
政
治
、
軍
略
、
都
市
、
文
化
、
ジ
ュ
ブ
ナ
イ

ル
、
と
充
実
し
た
内
容
の
上
文
章
も
凝
っ
て
い
ま
す
。

今
夏
続
編
が
出
版
さ
れ
る
ら
し
く
是
非
。�

（�

筏 

）

　朝露です。今号で『綴葉』編集委員を辞す
るということで、2年ぶりにこちらでご挨拶
させていただきます。お世話になりました編
集委員および関係者の皆様、そして何より読
者の皆様、本当にありがとうございました。
　ここ『綴葉』で、私は気の赴くままに本を
選び、書評を書いてきました。つまり私個人
は、どこか偏ったまま歩くことが許されてい
たのです。それでもそんな編集委員が集まる
と、隣にはいつも自分に書けない書評が並び、
誌面全体のバランスというものが形づくられ
る。そのうち、自然と自分の強みを伸ばした
り、新しいスタイルに挑戦したりしたくなっ
てくる。そうした一歩一歩が、幸せをもたら
しながら、私を少しずつ良い方向に変えてく
れました。皆とベタベタは（たぶん）してい
なかったし、締切には毎月苦しんでいたのに、
それでもここは安心できる居場所でした。
　唯一の心残りは、この居場所を隠れ家にし
てしまっていたことです。小恥ずかしくても、
もっと周りに宣伝すればよかった……だって、
こんなにも誇らしい雑誌なのだから。
　今後は陰ながら、『綴葉』を広めて応援し
ていこうと思います。『綴葉』の未来が、朝
の陽に照らされた露のように、輝いたものと
なりますように！� （�朝露 ）

編集後記 当てよう！図書カード
　3月は春のように暖かくなったかと思った
らまた冷え込んで、関東では雪が降ったそう
です。春の雪――なごり雪というやつでしょ
うか。さて、それにちなんで問題です。「な
ごり雪」といえば同題の楽曲が知られていま
すが、これを歌っているのは次のうち誰？
　1．クジラ　　　2．イルカ
　3．カモメ　　　4．ウミネコ
� （�水炊き ）

《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、2．
の 108 でした。諸説ありますが、有名な由来
として、108 は煩悩の数を表しており、鐘を
鳴らすごとに煩悩を取り除くという願いがあ
るそうです。図書カードの当選者は、いわさ
ん、猫猫にゃんにゃんにゃんさん、ねこねこ
555 さん、よっさんさん、とんぼさんの 5名
です。当選おめでとうございます。� （�筏 ）


