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人
文
会
創
立
五
十
周
年
記
念
誌
を
お
手
に
と
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
て
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
素
晴

ら
し
い
先
生
方
に
ご
執
筆
い
た
だ
い
た
こ
と
で
、
人
文
書
を
読
む
愉
し
さ
を
お
伝
え
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
と
思

い
ま
す
。
本
冊
子
を
き
っ
か
け
に
、
ひ
と
り
で
も
多
く
の
方
々
と
読
書
の
喜
び
を
共
有
さ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸

い
で
す
。

　
人
文
会
が
活
動
を
始
め
た
頃
、
書
店
の
店
頭
に
は
人
文
書
の
コ
ー
ナ
ー
が
無
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
当
時
は
文

学
書
の
隣
に
何
と
な
く
置
か
れ
て
い
て
全
く
存
在
感
が
無
く
、
書
店
の
方
、
読
者
の
方
に
認
知
し
て
い
た
だ
く
た

め
に
は
、
店
頭
で
の
コ
ー
ナ
ー
展
示
が
必
須
で
あ
る
と
諸
先
輩
方
は
お
考
え
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
人
文
書
が

コ
ー
ナ
ー
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
今
で
こ
そ
当
た
り
前
に
な
り
ま
し
た
が
当
時
は
悲
願
で
あ
り
、
そ
の
ご
努
力

が
あ
っ
て
会
員
社
が
日
々
の
出
版
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
先
達
に
深
く
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
次
の

五
十
年
に
向
か
っ
て
再
ス
タ
ー
ト
を
切
っ
た
こ
と
は
、
現
役
世
代
と
し
て
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
で
あ
り
ま
す
。

　
今
後
も
皆
様
に
と
っ
て
、
人
生
を
豊
か
に
す
る
人
文
書
と
の
出
会
い
が
あ
る
こ
と
を
願
っ
て
や
み
ま
せ
ん
。

我
々
が
そ
の
お
手
伝
い
を
さ
せ
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
人
文
会
は
活
動
を
継
続
さ
せ
て
参
り
ま
す
。
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人
文
会
は
一
九
六
八
年（
昭
和
四
十
三
年
）十
二
月
に
創
立
さ
れ
現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　
人
文
会
の
代
表
的
な
刊
行
物
に
「
人
文
会
ニ
ュ
ー
ス
」
が
あ
り
ま
す
。
年
に
数
回
発
行
す
る
「
業
界
向
け
」
の

冊
子
で
、
全
国
の
図
書
館
、
書
店
に
配
布
し
て
い
ま
す
。
本
誌
は
そ
の
特
別
号
と
な
り
ま
す
。
創
立
二
十
周
年
を

迎
え
た
一
九
八
八
年
に
は
、
会
員
社
の
共
同
出
版
と
な
っ
た
『
人
文
科
学
の
現
在
』
を
刊
行
し
ま
し
た
。
こ
れ
が

大
変
評
判
に
な
っ
た
こ
と
か
ら
五
年
後
に
改
訂
版
と
な
る
『
人
文
書
の
す
す
め
』（
一
九
九
三
年
）を
刊
行
す
る
こ

と
に
な
り
、
以
降
、
五
年
ご
と
に
前
作
を
踏
襲
す
る
形
で
、『
人
文
書
の
す
す
め
Ⅱ
』（
一
九
九
八
年
）、『
人
文
書

の
す
す
め
Ⅲ
』（
二
○
○
三
年
）、『
人
文
書
の
す
す
め
Ⅳ
』（
二
○
○
八
年
）を
刊
行
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の
後
、
二
○

一
一
年
に
、「
人
文
書
販
売
の
手
引
き
」
を
発
行
し
、
書
店
の
初
心
者
か
ら
中
級
者
向
け
の
事
務
的
な
マ
ニ
ュ
ア

ル
本
と
し
て
利
用
さ
れ
、
二
○
一
五
年
に
改
訂
版
と
し
て
第
二
版
を
発
行
し
ま
し
た
。

　
そ
の
他
に
も
、
全
国
の
書
店
と
の
研
修
会
、
大
学
図
書
館
、
公
共
図
書
館
の
訪
問
、
図
書
館
総
合
展
へ
の
出
展

な
ど
、
積
極
的
に
活
動
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　「
本
と
書
店
」
を
め
ぐ
る
環
境
は
、
年
ご
と
に
厳
し
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
環
境
を
少
し
で
も
食

い
止
め
、
読
書
の
お
も
し
ろ
さ
を
少
し
で
も
知
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
本
冊
子
を
作
り
ま
し
た
。

　
ど
う
ぞ
最
終
ペ
ー
ジ
ま
で
お
読
み
く
だ
さ
る
よ
う
、
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。
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と
い
う
お
題
で
「
人
文
書
と
の
出
会
い
や
思
い
出
」
に
つ
い
て
書
い
て
欲
し
い
と
い
う
ご
依
頼
を
受
け
た
。
引

き
受
け
た
は
い
い
が
、「
人
文
書
」
と
い
う
単
語
が
ど
う
も
腑
に
落
ち
な
い
。
そ
う
い
う
言
葉
を
使
っ
た
こ
と
が

な
い
か
ら
で
あ
る
。
出
版
社
と
か
取
次
と
か
図
書
館
で
は
頻
用
さ
れ
る
語
な
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
以
外
の

と
こ
ろ
で
は
使
わ
れ
て
い
な
い（
現
に
「
じ
ん
ぶ
ん
し
ょ
」
と
打
っ
て
も
W
o
r
d
は
求
め
る
文
字
列
に
は
変
換
し
て
く

れ
な
い
）。
そ
れ
だ
け
な
じ
ま
な
い
語
で
あ
る
の
は
、
た
ぶ
ん
、
定
義
が
は
っ
き
り
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
か
つ
て
在
職
し
て
い
た
大
学
は
「
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
・
カ
レ
ッ
ジ
」
を
看
板
に
掲
げ
て
い
た
が
、
創
立
1
0
0

年
を
超
す
こ
の
大
学
で
も
教
員
研
修
会
で
は
し
ば
し
ば
「
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
は
何
か
？
」
が
議
論
さ
れ
た
。

侃
々
諤
々
の
議
論
が
な
さ
れ
る
の
だ
が
、
い
つ
も
結
論
を
得
な
い
ま
ま
片
付
か
な
い
顔
で
私
た
ち
は
帰
途
に
就
い

た
。
大
学
の
基
本
理
念
に
つ
い
て
教
職
員
間
に
一
意
的
な
定
義
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
は
ま
ず
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
若
い
頃
は
思
っ
て
い
た
が
、
馬
齢
を
重
ね
て
か
ら
「
そ
れ
で
い
い
の
だ
」
と
思
う
に
至
っ
た
。

　
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
は
日
本
語
に
言
い
換
え
る
と
「
知
性
の
自
由
な
行
使
を
可
能
に
す
る
知
識
や
技
芸
」
の
こ

と
で
あ
る
。
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
文
法
、
論
理
学
、
修
辞
学
、
算
術
、
幾
何
、
音
楽
、
天
文
学
の
「
自
由
七

科
」
を
指
し
た
。
古
代
中
国
で
は
士
大
夫
が
必
修
す
べ
き
「
六
芸
」
と
し
て
礼
、
楽
、
射
、
御
、
書
、
数
が
挙
げ

わ
た
し
と
人
文
書 

内
田
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ら
れ
た
。
現
代
の
大
学
で
は
「
一
般
教
養
」
と
い
う
と
外
国
語
、
文
学
、
哲
学
、
歴
史
学
、
自
然
科
学
な
ど
を
指

す
。
す
べ
て
に
共
通
す
る
の
は
「
言
葉
の
使
い
方
」
く
ら
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
こ
れ
ら
の
学
術
に
は
そ
れ

ほ
ど
汎
通
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
馬
を
御
す
技
術
を
必
修
に
さ
れ
た
ら
今
の
学

生
た
ち
は
困
る
だ
ろ
う
。

　
時
代
や
場
所
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
そ
の
つ
ど
の
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
や
科
学
技
術
の
水
準
な
ど
に
よ
っ
て
変
わ

る
も
の
だ
と
す
れ
ば
、「
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
は
何
か
？
」
が
最
終
的
解
答
を
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
エ
ン
ド
レ

ス
の
論
件
に
な
る
の
も
当
然
で
あ
る
。

　「
人
文
書
」
も
そ
の
定
義
を
準
用
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
つ
ま
り
、
人
文
書
と
は
「
知
性
の
自
由

な
行
使
を
可
能
に
す
る
知
識
や
技
芸
に
つ
い
て
の
書
物
」
の
こ
と
で
あ
る
、
と
。
要
は
そ
れ
を
読
む
と
「
頭
が
よ

く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
」
書
物
で
あ
れ
ば
何
で
も
「
人
文
書
」
と
呼
ん
で
差
し
支
え
な
い
と
私
は
思
う（「
差

し
支
え
る
」
と
い
う
方
も
い
る
だ
ろ
う
け
れ
ど
、
個
人
的
な
定
義
な
の
で
ご
容
赦
願
い
た
い
）。
そ
し
て
、
た
し
か
に
こ

の
世
に
は
そ
う
い
う
書
物
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
た
い
。

　
ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
論
文
を
執
筆
す
る
前
に
は
必
ず
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
の
『
ル
イ
・
ボ
ナ

パ
ル
ト
の
ブ
リ
ュ
メ
ー
ル
18
日
』
を
書
架
か
ら
取
り
出
し
て
、
任
意
の
箇
所
を
ぱ
ら
り
と
開
き
、
そ
の
数
頁
を
読

ん
で
か
ら
自
分
の
論
文
を
書
き
始
め
る
と
ど
こ
か
で
読
ん
だ
記
憶
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
を
読
む
と
「
頭
に
キ
ッ
ク

が
入
る
」
の
で
あ
る
。
そ
の
感
じ
は
私
に
も
よ
く
わ
か
る
。
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ク
ー
デ
タ
事
件
そ
の
も
の
は
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そ
れ
ほ
ど
歴
史
的
に
重
要
な
事
件
で
は
な
い
し
、
共
感
で
き
る
登
場
人
物
も
ま
っ
た
く
出
て
こ
な
い
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
1
5
0
年
後
の
今
も
そ
の
政
治
的
事
件
に
つ
い
て
の
マ
ル
ク
ス
の
「
解
説
」
だ
け
は
い
き
い
き
と
リ
ー

ダ
ブ
ル
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
か
。

　「
新
ラ
イ
ン
新
聞
」
以
来
の
マ
ル
ク
ス
の
盟
友
に
ヨ
ー
ゼ
フ
・
ヴ
ァ
イ
デ
マ
イ
ヤ
ー
と
い
う
人
物
が
い
て
、
移

住
先
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
『
革
命
』
と
い
う
ド
イ
ツ
語
誌
を
出
し
て
い
た
。
1
8
5
1
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
ル
イ
・

ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ク
ー
デ
タ
が
起
き
た
が
、
事
情
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
マ
ル
ク
ス
に
解
説
記
事
の
執
筆
を

依
頼
し
た
の
で
あ
る
。
ロ
ン
ド
ン
に
い
た
マ
ル
ク
ス
は
求
め
に
応
じ
て
フ
ラ
ン
ス
の
出
来
事
を
ア
メ
リ
カ
の
読
者

の
た
め
に
ド
イ
ツ
語
で
書
い
た
。
こ
の
複
雑
な
執
筆
事
情
が
マ
ル
ク
ス
に
ふ
だ
ん
以
上
に
際
立
っ
た
「
力
業
」
の

発
動
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
こ
で
は
テ
ク
ス
ト
の
コ
ン
テ
ン
ツ
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
の
鮮
や
か
な
語
り
口
そ
の
も
の
が
読
者
の
知
性
を
高
揚
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
の
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
書
き
物
も
読
む
と
「
頭
に
キ
ッ
ク
が
入
る
」。
私
が
愛
読
し
て
い
る
の
は
『
悲

し
き
熱
帯
』
で
あ
る
。
こ
の
旅
行
記
は
広
く
人
口
に
膾
炙
し
た
有
名
な
文
章
か
ら
始
ま
る
。「
私
は
旅
と
冒
険
が

嫌
い
だ
。
だ
が
、
今
私
は
そ
れ
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。」

　
旅
と
冒
険
が
嫌
い
な
文
化
人
類
学
者
は
な
ぜ
旅
行
記
を
書
い
た
の
か
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
マ
ト
グ
ロ
ッ

ソ
で
行
っ
た
の
は
新
石
器
時
代
と
変
わ
ら
な
い
生
活
を
し
て
い
る
イ
ン
デ
ィ
オ
た
ち
の
集
団（
そ
れ
も
最
近
白
人
宣

教
師
グ
ル
ー
プ
を
殺
害
し
た
ら
し
い
集
団
）
に
長
期
間
同
行
す
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
は
驚
き
に
満
ち
た
旅
だ
っ
た
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は
ず
で
あ
る
。
当
然
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
後
学
の
た
め
に
研
究
日
誌
を
つ
け
た
。
け
れ
ど
も
、『
悲
し
き

熱
帯
』
は
観
察
記
録
と
し
て
は
過
剰
な
ほ
ど
み
ご
と
な
修
辞
に
よ
っ
て
彩
ら
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
で
、

イ
ン
デ
ィ
オ
た
ち
の
生
活
ぶ
り
を
記
録
す
る
た
め
だ
け
な
ら
、
こ
れ
ほ
ど
深
遠
で
華
麗
な
文
章
を
書
く
必
要
は
な

い
。
だ
か
ら
、
こ
の
日
記
は
イ
ン
デ
ィ
オ
た
ち
の
生
活
ぶ
り
を
記
録
す
る
た
め
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
レ
ヴ
ィ
＝

ス
ト
ロ
ー
ス
自
身
を
正
気
に
保
つ
た
め
に
書
か
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
私
は
想
像
す
る
の
で
あ
る
。
日
々
経

験
す
る
文
明
史
的
な
衝
撃
を
緩
和
す
る
た
め
に
は
自
分
自
身
を
ク
ー
ル
ダ
ウ
ン
す
る
必
要
が
あ
る
。
感
情
の
動
揺

を
抑
え
、
知
性
を
透
明
に
し
て
、
判
断
力
に
曇
り
が
な
い
よ
う
に
し
て
お
か
な
い
と
、
予
測
も
し
な
か
っ
た
事
態

に
遭
遇
し
た
と
き
に
適
切
に
対
処
し
て
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
逆
説
的
な
こ
と
に
、『
悲
し

き
熱
帯
』
の
中
で
は
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
お
そ
ら
く
は
げ
し
い
怒
り
や
恐
怖
に
と
ら
わ
れ
た
出
来
事
に
つ
い

て
の
記
述
に
お
い
て
、
そ
の
文
体
は
き
わ
だ
っ
て
複
雑
で
華
麗
な
も
の
に
な
る
。
例
え
ば
1
9
4
1
年
に
ナ
チ
ス

を
逃
れ
て
大
西
洋
を
ア
メ
リ
カ
に
向
け
て
航
海
し
て
い
る
ぎ
ゅ
う
ぎ
ゅ
う
詰
め
の
難
民
船（
一
人
当
た
り
の
空
間
は

数
十
セ
ン
チ
平
方
と
い
う
）が
マ
ル
チ
ニ
ッ
ク
に
到
着
し
、
乗
客
た
ち
が
下
船
し
て
四
週
間
ぶ
り
に
風
呂
に
入
れ
る

と
歓
喜
の
声
を
上
げ
た
あ
と
現
地
の
兵
隊
が
示
し
た
「
歓
待
」
に
つ
い
て
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
は
こ
う
書
い

て
い
る
。

　「
垢
だ
ら
け
で
人
で
一
杯
の
船
の
方
が
陸
で
乗
客
た
ち
を
待
っ
て
い
た
歓
待
に
比
べ
れ
ば
ま
だ
し
も
牧
歌
的
な

も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
知
る
の
に
さ
し
て
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
船
が
投
錨
す
る
や
否
や
あ
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る
種
の
集
団
的
な
脳
障
害
に
罹
患
し
て
い
た
と
し
か
思
え
な
い
兵
士（
の
よ
う
な
も
の
）が
示
し
て
く
れ
た
歓
待
で

あ
っ
た
。
そ
の
脳
障
害
は
彼
ら
が
与
え
る
不
快
を
免
れ
る
た
め
に
す
べ
て
の
知
的
資
源
を
用
い
る
こ
と
に
専
念
し

て
い
な
け
れ
ば
、
民
族
学
者
の
関
心
を
引
く
に
値
し
た
で
あ
ろ
う
。」

　
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
こ
こ
で
複
雑
な
条
件
法
過
去
を
駆
使
し
て
み
せ
た
の
は
思
い
出
し
て
も
血
の
気
が
引

く
程
の
怒
り
を
抑
え
る
た
め
で
あ
る
。

　
未
開
の
森
林
や
荒
野
を
旅
し
た
人
の
旅
日
記
が
し
ば
し
ば
傑
作
と
し
て
読
み
継
が
れ
る
の
も
お
そ
ら
く
理
由
は

同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
で
遭
遇
し
た
出
来
事
が
非
人
間
的
で
不
条
理
な
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
叙
す
る

文
体
は
謙
抑
的
で
論
理
的
な
も
の
に
な
る
。
知
性
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
そ
れ
だ
け
高
い
レ
ベ
ル
に
維
持
し
て
い

な
け
れ
ば
、
適
切
に
ふ
る
ま
う
こ
と
が
難
し
い
か
ら
そ
う
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
・
ク
ロ
ポ
ト

キ
ン
の
『
あ
る
革
命
家
の
手
記
』
や
ア
ン
ト
ン
・
チ
ェ
ー
ホ
フ
の
『
サ
ハ
リ
ン
島
』
が
例
外
的
な
文
学
的
完
成
度

を
有
し
た
の
は
、
そ
れ
だ
け
彼
ら
の
旅
が
困
難
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
か
ろ
う
じ
て
四
冊
挙
げ
た
と
こ
ろ
で
紙
数
が
尽
き
た
。
あ
と
の
一
冊
「
頭
に
キ
ッ
ク
を
入
れ
て
く
れ
る
本
」
は

自
分
で
考
え
て
く
だ
さ
い
。



7 内田 樹　　わたしと人文書

お薦めの 5冊
『ルイ・ボナパルトのブリュメール18日［初版］』
カール・マルクス著、植村邦彦訳、柄谷行人付論、平凡社ライブ
ラリー、2008年、1500円（本体価格、以下同じ）

『悲しき熱帯』（Ⅰ・Ⅱ）
レヴィ＝ストロース著、川田順造訳、中公クラシックス、2001年、
1450円（Ⅰ巻）、1550円（Ⅱ巻）

『ある革命家の手記』（上・下）
P・クロポトキン著、高杉一郎訳、岩波文庫、1979年、品切れ

『サハリン島』（チェーホフ全集12巻に収録）
アントン・チェーホフ著、松下裕訳、ちくま文庫、1994年、1500円

内田 樹　（うちだ たつる）
1950年、東京都生まれ。東京大学文学
部仏文科卒業。東京都立大学大学院博士
課程中退。凱風館館長。神戸女学院大学
文学部名誉教授。専門はフランス現代思
想、映画論、武道論。著書に『ためら
いの倫理学』（角川文庫）、『「おじさん」
的思考』『街場の憂国論』（共に晶文社）、
『先生はえらい』（ちくまプリマー新書）、
『街場の戦争論』（ミシマ社）、『最終講
義』（文春文庫）、『困難な成熟』（夜間飛
行）、『困難な結婚』（アルテスパブリッ
シング）、編著に『日本の反知性主義』
『転換期を生きるきみたちへ』（共に晶文
社）など多数。『私家版・ユダヤ文化論』
（文春新書）で第6回小林秀雄賞、『日本
辺境論』（新潮新書）で新書大賞2010受賞。
第3回伊丹十三賞受賞。
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人
文
知
に
と
っ
て
大
切
な
も
の
は
何
か
。
悪
い
お
じ
さ
ん
と
、
都
会
的
な
粋
、
そ
し
て
時
間
が
積
み
重
な
っ
た

場
所
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
が
揃
わ
な
い
こ
と
に
は
人
文
知
は
盛
り
上
が
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
目
で
現

在
の
日
本
社
会
を
見
た
と
き
、
と
て
も
不
安
な
気
分
に
な
る
。
寂
し
い
気
持
ち
に
な
る
。
こ
の
ま
ま
で
日
本
の
人

文
知
は
大
丈
夫
だ
ろ
う
か
。
で
も
、
深
刻
な
顔
を
す
る
の
は
粋
で
は
な
い
。
人
文
知
は
軽
や
か
で
な
い
と
い
け
な

い
。
四
角
四
面
な
顔
を
し
て
警
世
の
言
を
吐
く
の
は
、
ま
た
別
の
機
会
に
し
よ
う
。

　
僕
が
大
学
に
入
っ
た
頃
、
日
本
は
バ
ブ
ル
時
代
の
最
中
で
あ
っ
た
。
僕
た
ち
よ
り
少
し
年
長
の
、
知
的
に
背
伸

び
し
た
人
た
ち
は
、「
ニ
ュ
ー
ア
カ（
デ
ミ
ズ
ム
）」
の
世
代
と
呼
ば
れ
た
も
の
だ
。
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
、
ポ
ス
ト

構
造
主
義
の
思
想
。
そ
う
書
く
と
、
な
ん
だ
か
難
し
い
感
じ
に
な
る
け
れ
ど
、
時
代
の
気
分
は
あ
く
ま
で
「
軽
や

か
に
」
で
あ
っ
た
。
浅
田
彰
さ
ん
の
『
構
造
と
力
』
や
『
逃
走
論
』
が
流
行
っ
た
頃
で
も
あ
る
。
固
苦
し
い
顔
を

し
て
自
分
を
縛
り
つ
け
る
の
は
や
め
に
し
よ
う
。
そ
れ
よ
り
大
切
な
の
は
フ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
。
管
理
社
会
の

拘
束
を
涼
し
い
顔
を
し
て
や
り
す
ご
す
こ
と
、
そ
れ
が
大
事
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
気
が
し
た
。

　
と
は
い
え
、
僕
ら（
と
い
う
か
僕
）の
よ
う
な
遅
れ
て
き
た
世
代
は
、
ど
こ
か
で
そ
れ
を
生
真
面
目
に
学
習
し
て
し

ま
っ
た
気
が
す
る
。
一
生
懸
命
「
軽
や
か
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
。
た
し
か
に
浅
田
さ
ん

悪
い
お
じ
さ
ん
た
ち
と
人
文
知 

宇
野

　

重
規
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の
本
は
軽
や
か
だ
け
ど
、
中
身
は
と
て
も
充
実
し
た
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
へ
の
誘
い
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
一
生
懸

命
「
勉
強
」
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
、
僕
ら
の（
あ
る
い
は
僕
の
）つ
ま
ず
き
が
あ
っ
た
気
が
し
て
な
ら
な
い
。

　
何
か
を
知
る
こ
と
は
楽
し
い
こ
と
だ
。
本
を
読
む
の
は
、
自
分
を
自
由
に
す
る
こ
と
だ
。
そ
れ
を
肩
肘
張
ら
ず

に
言
え
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
ま
だ
時
間
が
必
要
だ
っ
た
。

　
僕
ら
を
人
文
知
の
自
由
な
世
界
に
導
い
て
く
れ
た
の
は
、
何
人
か
の
「
悪
い
お
じ
さ
ん
」
た
ち
で
あ
っ
た
。

パ
ッ
と
思
い
つ
く
の
は
、
例
え
ば
山
口
昌
男
さ
ん
で
あ
り
、
植
草
甚
一
さ
ん
で
あ
る
。
こ
の
人
た
ち
の
本
を
初
め

て
読
ん
だ
と
き
、
何
だ
か
「
知
の
世
界
」
な
る
も
の
は
楽
し
い
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
足
を
踏
み
入
れ
る
こ
と
は

と
て
も
心
が
浮
き
立
つ
こ
と
で
あ
る
と
感
じ
た
。

　
山
口
昌
男
さ
ん
の
本
を
初
め
て
読
ん
だ
の
は
『
知
の
旅
へ
の
誘
い
』
で
あ
っ
た
か
。
共
著
者
の
中
村
雄
二
郎
さ

ん
の
文
章
も
素
敵
だ
っ
た
が
、
悪
い
こ
と
に
、
そ
の
頃
中
村
さ
ん
の
『
術
語
集
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
、
入
試
の

頻
出
著
者
で
も
あ
っ
た（
い
ま
読
ん
で
も
、
こ
の
本
は
と
て
も
よ
く
出
来
て
い
る
）。
な
ん
だ
か
勉
強
の
続
き
の
感
じ

が
し
て
し
ま
っ
た
中
村
さ
ん
と
比
べ
、
山
口
さ
ん
は
と
も
か
く
「
い
い
加
減
」
な
感
じ
が
し
た
。
そ
れ
が
よ
か
っ

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
と
も
か
く
世
界
の
ど
こ
か
に
旅
を
し
て
、
た
ま
た
ま
入
っ
た
古
本
屋
の
軒
先
で
、
へ
ん
て

こ
り
ん
な
本
を
見
つ
け
る
こ
と
。
そ
こ
か
ら
世
界
が
違
っ
て
見
え
る
よ
う
に
な
る
。
そ
う
感
じ
た
の
は
山
口
さ
ん

の
本
の
お
か
げ
だ
。

　
山
口
さ
ん
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
道
化
」。
演
劇
な
ど
で
ふ
ざ
け
て
、
ど
う
で
も
良
さ
そ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
、
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人
々
を
混
乱
さ
せ
る
登
場
人
物
。
そ
れ
で
も
実
は
、
こ
の
人
物
こ
そ
が
、
物
語
世
界
を
支
え
、
揺
さ
ぶ
り
、
面
白

く
し
て
い
る
。「
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
」
と
い
う
言
葉
を
知
っ
た
の
も
、
山
口
さ
ん
の
お
か
げ
だ
。
善
悪
の
彼
岸
に

い
る
い
た
ず
ら
も
の
こ
そ
が
、
硬
直
し
た
世
界
を
一
変
さ
せ
る
。
僕
ら
の
学
ぶ
べ
き
「
知
」
と
は
、
ま
さ
に
そ
う

い
う
も
の
で
は
な
い
か
。
う
っ
す
ら
と
そ
う
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
植
草
甚
一
さ
ん
も
「
悪
い
お
じ
さ
ん
」
の
一
人
だ
。
こ
の
お
じ
さ
ん
、
と
も
か
く
自
分
の
趣
味
の
世
界
に
生
き

て
い
る
。
そ
れ
も
半
端
で
は
な
い
。
ミ
ス
テ
リ
、
映
画
、
ジ
ャ
ズ
、
好
き
な
も
の
は
と
こ
と
ん
読
ん
で
、
聞
い
て
、

見
て
、
収
集
し
、
ス
ク
ラ
ッ
プ
す
る
。
た
だ
し
、
そ
こ
に
は
「
勉
強
」
や
「
研
究
」
の
匂
い
は
な
い
。
あ
く
ま
で

「
雑
学
」
な
の
だ
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
を
ふ
ら
ふ
ら
と
歩
き
回
り
、
好
き
な
店
を
ひ
や
か
す
。「
散
歩
と
雑
学
が
好
き

な
お
じ
さ
ん
」、
そ
う
だ
、
こ
れ
し
か
な
い
。
こ
う
い
う
お
じ
さ
ん
に
な
り
た
い
と
ず
っ
と
思
っ
て
生
き
て
き
た
。

知
的
で
、
粋
で
、
自
由
な
人
。

　
た
だ
し
、
や
は
り
道
は
険
し
か
っ
た（
す
ぐ
に
ま
た
真
面
目
に
な
る
の
が
、
自
分
の
悪
い
と
こ
ろ
だ
）。
山
口
さ
ん

も
植
草
さ
ん
も
、
多
分
、
本
来
は
生
真
面
目
な
人
だ
っ
た
と
思
う
。
た
だ
、
そ
う
い
う
自
分
を
、
い
つ
か
ど
こ
か

で
自
由
に
す
る
術
を
心
得
て
、
あ
る
い
は
そ
う
な
れ
る
場
所
を
見
つ
け
て
、
自
分
の
ス
タ
イ
ル
を
築
き
上
げ
て
き

た
の
で
は
な
い
か
。
僕
は
い
つ
ま
で
も
、
山
口
さ
ん
や
植
草
さ
ん
の
周
辺
で
、
そ
れ
に
憧
れ
つ
つ
、
結
局
は
二
人

の
よ
う
に
な
れ
な
い
ま
ま
、「
た
だ
の
お
じ
さ
ん
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
は
好
き
だ
け
ど
、
そ
し
て
浴
び
る

よ
う
に
読
ん
で
い
る
と
思
う
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
も
二
人
の
よ
う
に
は
な
れ
な
い
。
ど
う
し
て
な
の
か
な
、
と
考
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え
て
し
ま
う
。

　
一
つ
思
う
の
は
「
場
所
」
だ
。
山
口
さ
ん
も
、
植
草
さ
ん
も
二
人
が
自
分
ら
し
く
な
れ
る
場
所
が
あ
る
。
パ
リ
の

古
書
店
だ
っ
た
り
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
映
画
館
だ
っ
た
り
ジ
ャ
ズ
バ
ー
だ
っ
た
り
す
る
。
別
に
日
本
で
も
い
い
。
二

人
は
日
本
の
あ
ち
こ
ち
に
、
素
敵
な
居
場
所
と
散
歩
コ
ー
ス
を
持
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
場
所
は
、
二
人
に
と
っ

て
、
物
を
考
え
、
時
間
の
流
れ
を
振
り
返
り
、
そ
し
て
今
の
自
分
を
再
確
認
す
る
た
め
の
場
所
だ
。
人
は
物
を
思

う
と
き
、
そ
れ
を
捉
え
な
お
す
た
め
に
時
間
の
座
標
軸
が
不
可
欠
だ
。
山
口
さ
ん
や
植
草
さ
ん
は
そ
れ
が
ぶ
れ
な

か
っ
た
し
、
そ
の
た
め
の
場
所
を
維
持
し
続
け
た
。
そ
れ
が
彼
ら
の
自
由
な
書
き
振
り
を
支
え
て
い
た
気
が
す
る
。

　
そ
れ
と
比
べ
る
と
僕
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
僕
は
ま
だ
彼
ら
の
自
由
な
書
き
ぶ
り
を
自
分
の
も
の
に
し
て
い
な
い
。

僕
は
政
治
思
想
史
を
研
究
し
て
い
る
が
、
我
が
先
達
を
振
り
返
っ
て
み
て
も
、
丸
山
眞
男
さ
ん
や
藤
田
省
三
さ
ん

に
は
、
ど
こ
か
山
口
さ
ん
や
植
草
さ
ん
と
通
じ
る
自
由
さ
が
あ
っ
た
気
が
す
る
。
実
際
、
あ
れ
だ
け
真
面
目
に
見

え
る
丸
山
さ
ん
の
論
文
に
は
、
落
語
を
思
わ
せ
る
軽
口
や
対
話
の
や
り
取
り
、
ま
ぜ
っ
返
し
や
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る
。

『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
の
よ
う
な
本
に
は
そ
れ
が
よ
く
出
て
い
る
と
思
う
。
丸
山
さ
ん
は
自
分
の
本
来
の

日
本
政
治
思
想
研
究
を
「
本
店
」、
そ
れ
を
踏
み
出
た
専
門
外
の
著
作
を
「
夜
店
」
と
呼
ん
だ
が
、
こ
の
人
は
夜

店
を
冷
や
か
し
な
が
ら
、
ち
ょ
っ
と
ば
か
り
意
地
の
悪
い
冗
談
を
言
っ
て
い
る
と
き
の
方
が
、
本
領
を
発
揮
し
て

い
る
と
思
え
な
く
も
な
い
。

　
藤
田
省
三
さ
ん
も
そ
う
で
あ
る
。
丸
山
門
下
の
秀
才
と
し
て
出
発
し
た
藤
田
さ
ん
は
、
60
年
代
の
政
治
の
季
節
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を
経
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
人
類
学
や
日
本
の
古
い
物
語
世
界
に
沈
潜
す
る
。
隠
れ
ん
坊
の
話
を
し
た
り
、
戦
後
の
焼

け
野
原
の
話
を
し
た
り
す
る
と
き
、
藤
田
さ
ん
の
議
論
は
も
っ
と
も
自
由
で
、
伸
び
や
か
だ
。『
精
神
史
的
考
察
』

が
、
彼
の
一
番
い
い
部
分
を
示
し
て
い
る
と
僕
は
確
信
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
二
人
に
憧
れ
て
こ
の
道
に
入
っ
た

が
、
ど
う
も
二
人
の
よ
う
に
は
な
れ
な
い
。
永
遠
に
門
前
の
小
僧
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
最
後
に
も
う
一
つ
だ
け
。
日
本
に
お
い
て
人
文
知
を
考
え
る
上
で
、
も
っ
と
も
大
切
な
場
所
は
ど
こ
だ
ろ
う
か
。

御
茶
ノ
水
の
山
の
上
ホ
テ
ル
あ
た
り
、
そ
の
候
補
か
も
し
れ
な
い
。
多
く
の
文
人
が
こ
こ
に
宿
泊
し
、
食
事
を
し
、

そ
し
て
「
館
詰
め
」
に
な
っ
て
原
稿
を
書
い
た
。
今
で
も
こ
の
古
く
て
小
さ
な
ホ
テ
ル
に
行
く
と
、
ど
こ
か
そ
の

よ
う
な
時
間
の
蓄
積
を
感
じ
る
。
そ
れ
を
描
い
た
常
盤
新
平
さ
ん
の
『
山
の
上
ホ
テ
ル
物
語
』
は
、
こ
の
ホ
テ
ル

を
め
ぐ
る
そ
ん
な
記
憶
を
思
い
起
こ
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
今
の
時
代
、「
悪
い
お
じ
さ
ん
」
は
減
り（「
た
だ
の
お
じ
さ
ん
」
は
増
え
た
）、「
都
会
的
な
粋
」
は
過
去
の
も
の

と
な
り（
表
面
的
に
こ
ぎ
れ
い
な
建
物
に
代
わ
っ
た
）、「
時
間
が
積
み
重
な
っ
た
場
所
」
は
絶
滅
寸
前
で
あ
る（
ど
こ

も
無
時
間
的
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
）。
こ
れ
で
ど
う
や
っ
て
人
文
知
は
維
持
さ
れ
る
の
か
、
考
え
る
と
憂
鬱
に
な
る
。

　
で
も
、
そ
れ
で
は
ま
ず
い
。
四
角
四
面
と
悲
憤
慷
慨
は
け
っ
し
て
美
徳
で
は
な
い
。
軽
や
か
に
、
し
な
や
か
に
、

し
か
も
長
い
時
間
の
枠
組
み
で
、
ユ
ー
モ
ア
を
も
っ
て
現
代
社
会
と
そ
こ
に
暮
ら
す
自
分
た
ち
を
描
く
こ
と
。
そ

れ
を
楽
し
く
や
れ
な
い
よ
う
で
は
人
文
知
で
は
な
い
の
だ
。

　
今
、
僕
は
こ
の
原
稿
を
ド
イ
ツ
の
ベ
ル
リ
ン
で
書
い
て
い
る
。
い
ま
だ
古
書
店
の
多
い
パ
リ
も
好
き
だ
け
れ
ど
、

緑
が
多
く
て
開
放
的
な
こ
の
街
も
好
き
だ
。
こ
こ
で
書
い
た
よ
う
な
人
に
は
な
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
自
分
な
り

に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
る
。
日
本
の
あ
ち
こ
ち
に
、
こ
う
い
う
場
所
を
見
つ
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。
や
は
り
人

文
知
は
楽
し
く
な
い
と
い
け
な
い
。
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緑
が
多
く
て
開
放
的
な
こ
の
街
も
好
き
だ
。
こ
こ
で
書
い
た
よ
う
な
人
に
は
な
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
自
分
な
り

に
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
い
る
。
日
本
の
あ
ち
こ
ち
に
、
こ
う
い
う
場
所
を
見
つ
け
て
い
き
た
い
と
思
う
。
や
は
り
人

文
知
は
楽
し
く
な
い
と
い
け
な
い
。

お薦めの 5冊
『山口昌男コレクション』
山口昌男著、今福龍太編、ちくま学芸文庫、2013
年、1900円

『ぼくは散歩と雑学がすき』
植草甚一、晶文社、1970年（2009年新装）、3000円
（ちくま文庫、2013年、1200円）

『山の上ホテル物語』
常盤新平、白水uブックス、2007年、1200円

『精神史的考察』
藤田省三著、みすず書房、1997年、品切れ
（平凡ライブラリー、2003年、1300円）

『〔新装版〕現代政治の思想と行動』
丸山眞男著、未來社、2006年、3800円

東京大学社会科学研究所教授。政治思想史・政
治哲学専攻。東京大学大学院法学政治学研究科
博士課程修了。博士（法学）。主な著作に『トク
ヴィル　平等と不平等の理論家』（講談社選書メ
チエ）、『〈私〉時代のデモクラシー』（岩波新書）、
『保守主義とは何か』（中公新書）、『共和国か宗教
か、それとも』（編著、白水社）などがある。

宇野 重規　（うの しげき）
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　「
む
か
ぁ
し
む
か
し
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
い
ま
し
た
」

　
い
つ
の
こ
ろ
か
、
記
憶
に
な
い
ほ
ど
昔
か
ら
、
そ
ん
な
イ
ン
ト
ロ
で
始
ま
る
昔
話
を
、
母
方
祖
母
や
父
に
読
み

聞
か
さ
れ
て
育
っ
た
。

　
母
方
祖
母
は
戦
前
、
夫
の
仕
事
で
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
暮
ら
し
て
い
た
ハ
イ
カ
ラ
な
人
だ
っ
た
が
、
さ
す
が
に
明

治
生
ま
れ
だ
け
あ
っ
て
、
タ
ヌ
キ
や
狐
の
出
て
く
る
話
を
そ
ら
ん
じ
て
い
た
。
一
方
、
父
は
未
來
社
の
「
日
本
の

民
話
」
シ
リ
ー
ズ
を
テ
キ
ス
ト
に
し
て
い
た
。

　
や
が
て
そ
の
中
に
、
か
ぐ
や
姫
や
浦
島
太
郎
、
海
幸
山
幸
の
よ
う
に
、
古
典
文
学
に
ル
ー
ツ
が
あ
る
、
あ
る
い

は
書
き
残
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
と
知
り
、
中
学
生
の
こ
ろ
か
ら
古
典
文
学
に
は
ま
り
、
岩
波
の
日
本
古
典
文

学
大
系
や
、
小
学
館
の
日
本
古
典
文
学
全
集
を
読
ん
だ
。

　
家
族
と
話
し
て
い
て
も
友
達
と
関
わ
っ
て
も
、
な
に
か
価
値
観
の
ず
れ
を
感
じ
る
、
現
世
に
違
和
感
を
覚
え
て

い
た
思
春
期
の
私
は
、
古
典
や
昔
話
の
中
に
こ
そ
し
っ
く
り
す
る
も
の
を
感
じ
、
の
め
り
込
ん
で
い
っ
た
。

　
そ
の
流
れ
で
出
会
っ
た
の
が
、
民
俗
学
者
の
柳
田
國
男
で
あ
る
。

　
今
に
残
る
習
俗
や
事
物
か
ら
、
過
去
の
歴
史
を
探
っ
て
い
く
彼
の
方
法
は
、
昔
話
や
古
典
文
学
に
今
の
自
分
を

気
が
つ
け
ば
人
文
書
ま
み
れ 

大
塚

　

ひ
か
り
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発
見
し
て
は
楽
し
ん
で
い
た
私
に
と
っ
て
、
ま
さ
に
「
目
か
ら
ウ
ロ
コ
が
落
ち
る
」
も
の
だ
っ
た
。

　
私
は
「
過
去
」
に
「
今
の
自
分
」
を
探
し
て
い
た
が
、
民
俗
学
は
「
今
」
に
「
過
去
の
暮
ら
し
」
を
探
る
。

　
自
分
に
と
っ
て
生
き
づ
ら
い
「
今
」
が
、
私
の
好
き
な
昔
話
や
古
典
が
息
づ
い
て
い
た
「
過
去
」
へ
の
糸
口
に

な
る
。

　
そ
う
思
う
と
、「
今
」
が
と
た
ん
に
素
敵
な
も
の
に
見
え
て
き
た
。

　
な
か
で
も
『
木
綿
以
前
の
事
』
は
衝
撃
的
だ
っ
た
。

　

　
木
綿
の
出
現
以
前
に
は
、
庶
民
が
肌
に
つ
け
る
も
の
と
い
え
ば
、
ご
わ
ご
わ
し
て
、
染
め
の
容
易
な
ら
ぬ
麻

だ
っ
た
。
絹
は
縁
遠
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
ま
り
に
も
滑
ら
か
す
ぎ
る
し
、
手
触
り
も
冷
た
い
。

　
そ
れ
が
、
や
わ
ら
か
で
、
染
め
の
容
易
な
木
綿
が
出
現
す
る
こ
と
で
、
庶
民
の
暮
ら
し
が
い
か
に
色
彩
豊
か
な
、

潤
い
の
あ
る
も
の
に
な
っ
た
か
。
そ
の
出
現
が
革
命
的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
。

　「
木
綿
」
と
い
う
素
材
の
「
肌
ざ
わ
り
」
や
「
い
ろ
ど
り
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
感
覚
的
な
要
素
に
注
目
し
、

論
を
展
開
し
て
い
く
柳
田
國
男
の
手
腕
に
、
私
も
こ
ん
な
研
究
が
で
き
た
ら
…
…
と
胸
膨
ら
ま
せ
、『
定
本

　
柳

田
國
男
集
』
全
三
十
一
巻
・
別
巻
五
巻
を
古
本
で
揃
え
て
貪
り
読
ん
だ
。

　
大
学
で
は
迷
わ
ず
日
本
史
学
を
専
攻
し
、
サ
ー
ク
ル
は
日
本
民
俗
学
研
究
会
に
入
っ
て
、
地
方
に
昔
話
採
集
に

行
っ
た
り
、
中
世
か
ら
続
く
祭
を
見
学
し
に
行
っ
た
り
し
た
。

　
サ
ー
ク
ル
は
い
ろ
い
ろ
あ
っ
て
、
二
年
足
ら
ず
で
や
め
て
し
ま
っ
た
が
、
古
典
好
き
・
歴
史
好
き
・
民
俗
学
好
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き
は
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て
変
わ
ら
な
い
。

　
全
集
の
古
典
文
学
を
読
み
つ
つ
、
系
図
を
作
っ
て
は
、
歴
史
学
、
民
俗
学
の
本
を
読
ん
だ
。

　
大
学
院
へ
進
学
し
て
日
本
史
学
か
民
俗
学
の
勉
強
を
続
け
た
い
と
も
思
っ
た
が
、
母
親
に
、

　「
そ
ん
な
と
こ
ろ
へ
行
っ
た
ら（
嫁
に
）い
き
遅
れ
る
」

と
反
対
さ
れ（
今
じ
ゃ
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
よ
ね
）、
そ
れ
を
押
し
切
っ
て
ま
で
意
志
を
貫
く
強
さ
も
な
か
っ
た
私
は
、

歴
史
・
民
俗
と
は
無
関
係
の
広
告
宣
伝
関
係
の
出
版
社
に
就
職
し
た
。

　
古
典
好
き
な
一
方
で
、
漫
画
を
描
く
の
も
大
好
き
だ
っ
た
私
は
、
幼
稚
園
児
の
こ
ろ
か
ら
手
描
き
の
雑
誌
を
作

り
、
そ
こ
に
架
空
の
広
告
を
入
れ
た
り
し
て
、
広
告
宣
伝
と
い
う
も
の
に
も
非
常
に
興
味
が
あ
っ
た
の
だ
。

　
仕
事
は
楽
し
か
っ
た
。

　
し
か
し
神
奈
川
県
の
藤
沢
市
か
ら
二
時
間
近
く
も
か
か
る
通
勤
が
つ
ら
く
て
、
就
職
二
年
目
に
東
京
に
引
っ
越

し
た
。

　
は
じ
め
て
の
一
人
暮
ら
し
の
た
め
の
引
っ
越
し
に
は
、
も
ち
ろ
ん
『
定
本

　
柳
田
國
男
集
』
を
持
っ
て
、
以
後
、

引
っ
越
し
す
る
た
び
一
緒
に
移
動
し
、
今
も
私
の
そ
ば
に
い
る
。

　　
民
俗
学
と
並
行
し
て
の
め
り
込
ん
で
い
た
の
が
日
本
史
だ
っ
た
。

　

　
日
本
の
古
典
文
学
が
生
ま
れ
た
背
景
を
知
る
に
は
日
本
史
を
や
る
し
か
な
い
と
思
っ
た
の
だ
が
、
ま
ぁ
今
で
い
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う
「
歴
女
」
と
い
う
か
「
歴
オ
タ
」
で
、
中
学
生
の
こ
ろ
に
は
、
母
に
せ
が
ん
で
柳
生
十
兵
衛
の
い
た
奈
良
の
柳

生
の
里
に
行
っ
た
り
、
母
方
祖
母
と
土
方
歳
三
の
日
野
の
生
家
を
見
に
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
大
学
で
は
、
日
本
中
世
史
を
専
攻
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
歴
史
学
関
係
の
人
文
書
に
は
今
に
至
る
ま
で

ず
い
ぶ
ん
世
話
に
な
っ
た
。

　
と
く
に
黒
田
日
出
男
先
生
の
、
絵
巻
か
ら
歴
史
を
読
み
取
る
と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
の
本
の
数
々
は
、
古
典
好

き
・
漫
画
好
き
の
私
の
心
に
、
ド
・
ス
ト
ラ
イ
ク
で
打
ち
込
ん
で
き
た
。

　
黒
田
先
生
は
、
私
が
早
稲
田
大
学
に
在
学
し
て
い
た
一
九
七
九
年
〜
八
三
年
当
時
、
非
常
勤
講
師
と
し
て
教
鞭

を
と
っ
て
い
ら
し
て
、
そ
の
こ
ろ
か
ら
ず
っ
と
「
絵
巻
」
が
史
料
に
な
る
と
強
調
な
さ
っ
て
い
た
。
大
学
院
に
行

け
ば
…
…
と
勧
め
て
く
だ
さ
っ
た
の
も
黒
田
先
生
で
あ
っ
た（
結
局
、
行
か
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
わ
け
だ
が
）。

　
黒
田
先
生
は
当
時
、「
し
ぐ
さ
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
歴
史
学
者
が
あ
ま
り
注
目
し
て
こ
な
か
っ
た
テ
ー
マ
を

追
究
し
て
い
て
、
扇
で
顔
を
隠
す
し
ぐ
さ
、
扇
の
骨
の
あ
い
だ
か
ら
顔
を
の
ぞ
か
せ
る
し
ぐ
さ
の
持
つ
意
味
に
つ

い
て
語
っ
て
い
ら
し
た
。
こ
う
い
う
し
ぐ
さ
は
、
絵
巻
で
見
る
の
が
一
番
で
、
絵
巻
は
史
料
の
宝
庫
だ
と
も
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
た
先
生
の
研
究
は
、『
姿
と
し
ぐ
さ
の
中
世
史

―
絵
図
と
絵
巻
の
風
景
か
ら
』
な
ど
で
、
今
も
読
め

る
は
ず
だ
。

　
私
が
、
中
央
公
論
社（
当
時
）の
絵
巻
シ
リ
ー
ズ
を
買
う
よ
う
に
な
っ
た
の
も
黒
田
先
生
の
影
響
で
、
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　「
こ
う
い
う
本
は
す
ぐ
に
絶
版
に
な
る
か
ら
、
買
え
る
う
ち
に
買
っ
て
お
く
と
い
い
」

と
い
う
の
が
先
生
の
口
癖
だ
っ
た
。
本
当
に
そ
の
通
り
だ
と
後
年
、
痛
感
し
て
い
る
。

　　
指
導
教
官
の
瀬
野
精
一
郎
先
生
の
授
業
も
楽
し
か
っ
た
。

　
黒
田
先
生
が
「
熱
」
な
ら
瀬
野
先
生
は
「
冷
」
と
い
っ
た
趣
で
、
自
虐
的
で
シ
ニ
カ
ル
で
い
な
が
ら
ユ
ー
モ
ア

た
っ
ぷ
り
な
エ
ッ
セ
イ
で
、
歴
史
を
親
し
み
や
す
く
し
て
く
れ
た
。

　
先
生
の
『
歴
史
断
想
』『
歴
史
の
残
像
』『
歴
史
の
余
燼
』
は
、
先
生
の
戦
争
体
験
な
ど
を
交
え
な
が
ら
綴
ら
れ

て
い
る
。

　
驚
く
の
は
、
先
生
が
知
り
合
っ
た
人
の
生
没
年
に
至
る
ま
で
、
正
確
な
年
代
表
記
が
あ
る
こ
と
で
、
ち
り
ば
め

ら
れ
た
現
代
批
判
を
読
ん
で
い
る
と
、
不
思
議
と
元
気
が
湧
い
て
く
る
。
同
時
に
、「
昔
は
こ
う
だ
っ
た
」
と
い
う

思
い
込
み
や
、
当
た
り
前
に
聞
き
過
ご
し
て
い
た
こ
と
ば
が
、
実
は
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
。

　「『
サ
セ
ホ
』
か
『
サ
セ
ボ
』
か
」「
良
妻
賢
母
」
と
い
っ
た
エ
ッ
セ
イ
な
ど
、
身
近
で
い
な
が
ら
、
歴
史
心
の

よ
う
な
も
の
が
漂
っ
て
い
て
、
学
生
時
代
の
初
心
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
。

　
お
世
話
に
な
っ
た
と
い
う
か
、
と
に
か
く
好
き
だ
っ
た
の
は
、
法
政
大
学
出
版
局
の
「
も
の
と
人
間
の
文
化

史
」
シ
リ
ー
ズ
だ
。
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吉
野
裕
子
の
『
蛇
』、
久
下
司
の
『
化
粧
』
な
ど
、
ワ
ン
テ
ー
マ
を
専
門
家
が
深
く
分
か
り
や
す
く
切
り
込
ん

で
い
く
。

　
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
漫
画
を
描
く
の
が
好
き
だ
っ
た
た
め
、
顔
の
美
醜
や
体
格
と
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
関
係
に
興
味

が
あ
っ
た
私
は
、『「
源
氏
物
語
」
の
身
体
測
定
』
や
『
ブ
ス
論
』
と
い
っ
た
本
を
書
い
た
も
の
だ
が
、『
化
粧
』

は
私
の
そ
う
し
た
関
心
に
応
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
ま
た
一
九
九
九
年
、
ス
ト
レ
ス
が
歯
の
痛
み
や
噛
み
合
わ
せ
の
違
和
感
を
招
く
「
歯
科
心
身
症
」
と
い
う
心
の

病
を
発
症
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
古
典
に
出
て
く
る
歯
の
描
写
が
気
に
な
っ
て
、
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
て
い
た
の
だ

が（
私
は
気
に
な
る
事
項
は
テ
ー
マ
ご
と
に
フ
ァ
イ
リ
ン
グ
し
て
い
る
）、
歯
科
医
師
で
、
歯
の
博
物
館
の
館
長
を
し
て

い
る
大
野
粛
英
の
『
歯
』
は
、
四
十
年
間
に
わ
た
る
著
者
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
写
真
も
豊
富
で
、
貴
重
な
資
料
集

で
あ
る
と
感
じ
る
。

　　
こ
う
し
て
み
る
と
、
私
の
興
味
の
対
象
は
、
古
典
文
学
と
日
本
史
の
境
、
民
俗
学
と
日
本
史
の
境
、
美
術
史
と

日
本
史
の
境
…
…
と
い
っ
た
「
境
界
」
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
と
い
う
気
が
す
る
。

　
そ
ん
な
私
が
、「
境
界
」
ジ
ャ
ン
ル
に
あ
ふ
れ
た
人
文
書
に
親
し
み
を
感
じ
る
の
は
当
然
で
、
私
の
人
生
、
気

が
つ
け
ば
、「
人
文
書
ま
み
れ
」
だ
っ
た
な
ぁ
と
思
う
こ
と
し
き
り
だ
。
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お薦めの 5冊
『漢倭奴国王から日本国天皇へ―国号「日本」と称号「天皇」の
誕生』
冨谷至、臨川書店、2018年、3000円

『院政期社会の研究』
五味文彦、山川出版社、1984年、品切れ

『歴史としての御伽草子』
黒田日出男、ぺりかん社、1996年、3200円

『フリークス―秘められた自己の神話とイメージ』
レスリー・フィードラー著、伊藤俊治・旦敬介・大場正明訳、青
土社、1990年、品切れ

『孝謙・称徳天皇―出家しても政を行ふに豈障らず』
勝浦令子、ミネルヴァ書房、2014年、3500円

大塚 ひかり　（おおつか ひかり）
1961年生まれ。早稲田大学第一文学部
日本史学卒業。出版社勤務を経て古典
エッセイストに。著書に個人全訳『源氏
物語』全六巻、『ブス論』（以上、ちくま
文庫）、『昔話はなぜ、お爺さんとお婆
さんが主役なのか』（草思社文庫）、『本
当はひどかった昔の日本』『本当はエ
ロかった昔の日本』（以上、新潮文庫）、
『女系図でみる驚きの日本史』（新潮新
書）、『源氏物語の教え―もし紫式部が
あなたの家庭教師だったら』（ちくまプ
リマー新書）など。
西浦の田楽、遠山の霜月祭など、中世から
続く祭を見るのが好き。趣味は系図作り。
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初
め
て
人
文
書
と
い
う
も
の
を
手
に
取
っ
た
の
は
い
つ
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
大
学
に
入
っ
て
か
ら
何
冊
か
読
ん

だ
は
ず
だ
が
、
ほ
と
ん
ど
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
し
か
覚
え
て
い
な
い
。
2
0
1
8
年
現
在
、
人
々

の
読
解
力
の
低
さ
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
当
時
の
私
の
読
解
力
も
お
粗
末
で
、
今
の
A
I

よ
ろ
し
く
「
暗

記
」「
パ
タ
ー
ン
マ
ッ
チ
」
お
よ
び
「
今
ま
で
こ
う
だ
っ
た
か
ら
こ
う
」
と
い
う
推
測
を
駆
使
し
な
が
ら
ど
う
に

か
や
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
間
に
合
わ
せ
ら
れ
た
の
は
、
当
時
の
私
が
異
様
に
器
用
だ
っ
た
か
ら
な
の
か
、
た
ま
た

ま
そ
の
と
き
の
環
境
が
イ
ー
ジ
ー
モ
ー
ド
だ
っ
た
か
ら
な
の
か
、
今
と
な
っ
て
は
よ
く
分
か
ら
な
い
。
た
だ
不
幸

だ
っ
た
の
は
、
そ
ん
な
中
で
私
が
「
自
分
は
研
究
者
に
向
い
て
い
る
」
と
勘
違
い
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。
ち
な

み
に
私
が
専
攻
し
て
い
た
の
は
言
語
学
で
あ
る
。

　
大
学
院
に
入
っ
て
か
ら
は
悲
惨
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
目
の
当
た
り
に
し
た
の
は
、
先
生
方
や
先
輩
方
の
頭
の
強

さ
で
あ
る
。
基
礎
的
な
学
力
も
覚
悟
も
足
り
な
い
学
生
は
、
完
全
に
打
ち
の
め
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
今
思
う
と
、

そ
こ
が
ま
さ
に
研
究
者
と
し
て
の
第
一
歩
で
あ
っ
た
し
、
大
切
な
基
礎
固
め
の
時
期
で
も
あ
っ
た
。
し
か
し
大
学

院
時
代
と
い
う
の
は
、
力
が
伸
び
て
い
て
も
、
そ
れ
を
自
覚
で
き
る
機
会
は
少
な
い
。
そ
れ
に
、
研
究
の
世
界
の

本
当
の
厳
し
さ
、
世
知
辛
さ
が
見
え
始
め
、
希
望
よ
り
不
安
の
方
が
大
き
く
な
る
。
そ
う
し
て
数
年
が
過
ぎ
る
と
、

崖
っ
ぷ
ち
院
生
と
「
笛
吹
き
男
」 

川
添

　

愛
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い
つ
し
か
根
拠
の
な
い
自
信
も
、
研
究
に
対
す
る
興
味
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
ず
い
た
院
生
の
ご
多
分
に
漏

れ
ず
、
私
も
博
士
論
文
が
書
け
ず
、
自
分
は
こ
の
ま
ま
何
も
成
し
遂
げ
ず
に
腐
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
思
っ

て
い
た
。
阿
部
謹
也
先
生
の
『
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
』
に
出
会
っ
た
の
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
で
あ
る
。
当

時
は
論
文
以
外
の
読
み
物
と
言
え
ば
漫
画
ぐ
ら
い
し
か
読
ん
で
い
な
か
っ
た
が
、『
笛
吹
き
男
』
に
は
妙
な
魅
力

を
感
じ
た
。
そ
し
て
読
み
始
め
る
と
、
一
気
に
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
。

　
ま
ず
驚
い
た
の
が
、「
あ
れ
、
本
当
の
話
だ
っ
た
の
？
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
本
の
序
盤
で
、
有
名
な

「
ハ
ー
メ
ル
ン
の
笛
吹
き
男
」
の
伝
説
が
完
全
な
創
作
で
は
な
く
、
史
実
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
か

さ
れ
る
。
そ
の
史
実
と
い
う
の
は
「
1
2
8
4
年
6
月
に
、
ハ
ー
メ
ル
ン
市
の
1
3
0
人
の
子
供
た
ち
が
姿
を
消

し
た
」
と
い
う
記
録
で
あ
る
。
著
者
の
阿
部
謹
也
先
生
は
三
十
代
半
ば
で
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、
文
書
館
で
研
究
資

料
を
集
め
て
い
る
と
き
に
偶
然
こ
の
記
録
に
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。
子
供
た
ち
が
失
踪
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
多

く
の
学
者
が
さ
ま
ざ
ま
な
説
を
唱
え
て
い
た
が
、
阿
部
先
生
は
そ
れ
ら
を
ハ
ー
メ
ル
ン
市
の
成
立
の
歴
史
、
ま
た

当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
の
状
況
か
ら
検
証
し
て
い
く
。
そ
こ
も
非
常
に
面
白
い
の
だ
が
、『
笛
吹
き
男
』
の
真

に
衝
撃
的
な
点
は
そ
の
先
の
、
な
ぜ
こ
の
失
踪
事
件
が
「
笛
吹
き
男
伝
説
」
に
変
容
し
た
の
か
と
い
う
問
題
に
あ

る
。
そ
れ
を
考
察
す
る
過
程
で
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
の
世
界
観
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
笛
吹
き
男
と
い
う
切
り
口
か
ら
見
え
て
く
る
「
人
々
の
心
の
世
界
」
に
対
し
て
、
私
は
深
く
暗
い
穴
を
の
ぞ
き

込
ん
で
い
る
よ
う
な
不
気
味
さ
を
感
じ
た
。
そ
れ
を
生
ん
で
い
る
の
は
、
歴
史
の
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
何
重
も
の
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「
歪
み
」
だ
。
不
幸
な
出
来
事
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
社
会
の
歪
み
。
そ
の
出
来
事
を
伝
説
に
落
と
し
込
む
過
程
で

生
じ
る
歪
み
。
そ
し
て
、
伝
説
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
行
為
に
内
在
す
る
歪
み
。
そ
れ
ら
の
一
つ
一
つ
は
、
理
不

尽
さ
の
中
で
生
き
延
び
る
た
め
の
必
要
悪
の
よ
う
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
適
応
し
続
け
た
先
に
あ
る
の

は
言
い
よ
う
も
な
い
閉
塞
感
だ
。

　
こ
う
い
っ
た
歪
み
の
中
か
ら
真
実
を
す
く
い
上
げ
る
た
め
に
阿
部
先
生
が
採
っ
て
い
る
方
法
は
、
信
頼
で
き
る

資
料
を
探
し
て
丁
寧
に
読
み
解
く
と
い
う
、
き
わ
め
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
だ
。
ハ
ー
メ
ル
ン
市
の
事
件
と

伝
説
に
関
わ
る
膨
大
な
記
録
や
研
究
を
一
つ
一
つ
読
み
解
い
て
い
く
過
程
を
思
っ
て
、
当
時
の
私
は
た
だ
た
だ
気

が
遠
く
な
っ
た
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
次
々
に
明
る
み
に
な
る
事
実

―
人
々
が
東
方
へ
の
植
民
に
至
っ
た
諸
事
情
、

遍
歴
芸
人
た
ち
の
社
会
的
地
位
の
変
化
、
後
世
の
人
々
の
苦
境
が
事
件
の
解
釈
に
与
え
た
影
響
な
ど
は
面
白
く
、

最
後
ま
で
飽
き
ず
に
読
ん
で
し
ま
っ
た
。

　『
笛
吹
き
男
』
を
読
ん
だ
私
は
、
ど
う
変
わ
っ
た
か
。
も
し
、
通
販
番
組
の
「
利
用
者
の
声
」
の
よ
う
に
「
私

は
研
究
へ
の
情
熱
を
取
り
戻
し
、
す
ぐ
さ
ま
博
士
論
文
を
書
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
！
」
と
で
も
言
え
れ

ば
、
こ
の
文
章
に
も
綺
麗
な
オ
チ
が
付
く
。
だ
が
残
念
な
が
ら
そ
う
い
う
こ
と
は
な
く
、
読
書
の
興
奮
か
ら
醒
め

る
と
、
暗
い
現
実
が
暗
い
ま
ま
待
っ
て
い
る
だ
け
だ
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
本
を
読
ん
で
、
最
悪
の
状
態
か
ら
這
い

上
が
る
の
に
必
要
な
材
料
を
い
く
つ
か
得
た
の
は
確
か
だ
。
そ
れ
ら
は
ざ
っ
く
り
言
え
ば
「
諦
め
」
と
か
「
割
り

切
り
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
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一
つ
に
は
、
人
間
が
集
ま
っ
て
行
う
活
動
に
は
必
ず
「
歪
み
」
が
生
じ
る
こ
と
を
認
識
で
き
た
こ
と
が
あ
る
。

ア
カ
デ
ミ
ア
の
中
で
生
き
抜
く
に
は
同
業
者
た
ち
に
認
め
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
多
少
な
り
と

も
、
ア
カ
デ
ミ
ア
の
構
造
や
世
間
の
要
求
に
自
分
を
う
ま
く
適
応
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
私
は
初
め
て
そ
の
事
実

に
ぶ
ち
当
た
っ
た
と
き
か
ら
、
ひ
ど
い
違
和
感
を
感
じ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
ど
の
業
界
に
も
、
ま
た
歴
史
上

の
ど
の
時
点
に
も
起
こ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、『
笛
吹
き
男
』
を
読
ん
で
よ
く
分
か
っ
た
。

　
そ
う
い
っ
た
歪
み
の
中
で
純
粋
さ
を
貫
く
に
は
、
相
当
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
必
要
だ
。『
笛
吹
き
男
』
を
読
む
と
、

阿
部
先
生
の
原
動
力
が
「
真
実
を
知
り
た
い
」
と
い
う
思
い
で
あ
る
こ
と
が
痛
い
ほ
ど
分
か
る
。
私
は
そ
の
点
に

心
を
動
か
さ
れ
る
と
同
時
に
、
自
分
と
研
究
対
象
の
間
に
そ
う
い
っ
た
関
係
が
決
定
的
に
欠
け
て
い
る
こ
と
を
認

め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
酷
な
こ
と
だ
っ
た
が
、
ど
う
に
か
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
阿
部
先

生
の
率
直
な
筆
致
の
間
に
、
ど
こ
か
し
ら
自
分
の
心
の
ゆ
ら
ぎ
と
共
鳴
す
る
と
こ
ろ
を
感
じ
た
か
ら
か
も
し
れ
な

い
。
け
っ
し
て
あ
か
ら
さ
ま
に
で
は
な
い
が
、
こ
の
本
の
中
に
は
確
か
に
、
研
究
に
伴
う
苦
し
み
、
自
分
の
力
の

不
足
と
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
い
る
人
間
の
葛
藤
が
に
じ
み
出
て
い
た
。
そ
こ
で
見
え
て
く
る
の
は
、
成
功
し
た

研
究
者
の
得
意
顔
で
は
な
く
、
道
な
き
道
を
切
り
開
い
て
い
る
人
間
が
、
生
傷
だ
ら
け
の
顔
に
少
し
の
は
に
か
み

と
共
に
浮
か
べ
る
笑
み
の
よ
う
な
も
の
だ
。
結
局
、
私
が
博
士
号
を
取
る
ま
で
に
は
そ
の
後
何
年
も
か
か
り
、
そ

の
過
程
で
は
多
く
の
方
々
の
力
を
借
り
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
自
分
の
こ
と
を
棚
に
上
げ
て
業
界
の
文
句

を
言
う
こ
と
や
、
楽
な
道
を
探
し
て
か
え
っ
て
時
間
を
無
駄
に
す
る
よ
う
な
こ
と
は
少
な
く
な
っ
た
。
そ
の
点
に
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お
け
る
『
笛
吹
き
男
』
の
影
響
は
小
さ
く
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
か
ら
数
年
後
、
阿
部
先
生
が
ご
自
身
の
研
究
歴
を
綴
っ
た
『
自
分
の
な
か
に
歴
史
を
よ
む
』
の
文
庫
版
が

出
版
さ
れ
た
。
そ
の
頃
私
は
自
然
言
語
処
理
へ
と
分
野
を
移
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
も
相
変
わ
ら
ず
、
自
分
と
研

究
対
象
と
の
間
の
「
よ
そ
よ
そ
し
さ
」
に
悩
ま
さ
れ
続
け
て
い
た
。
阿
部
先
生
の
よ
う
な
熱
量
で
研
究
に
取
り
組

む
こ
と
は
、
一
生
で
き
な
い
よ
う
に
思
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
と
き
に
こ
の
本
を
読
ん
で
分
か
っ
た
の
は
、
阿
部
先

生
の
幼
少
期
の
経
験
が
、
中
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
と
い
う
分
野
の
選
択
、
ま
た
笛
吹
き
男
研
究
の
強
い
動
機
に
な
っ

て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
た
だ
し
阿
部
先
生
は
そ
の
こ
と
を
早
く
か
ら
自
覚
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
学
生
時

代
に
上
原
專
祿
先
生
に
言
わ
れ
た
「
ど
ん
な
問
題
を
や
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
や
ら
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
け
な
い
と

い
う
テ
ー
マ
を
探
す
の
で
す
ね
」
と
い
う
言
葉
を
き
っ
か
け
に
、
長
い
間
考
え
続
け
た
と
の
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ

を
知
っ
て
、
今
の
自
分
は
も
し
か
す
る
と
、
自
分
自
身
を
十
分
に
掘
り
下
げ
る
作
業
を
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い

か
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。

　
そ
れ
以
来
、
断
続
的
に
で
は
あ
る
が
、
自
分
の
内
側
に
目
を
向
け
よ
う
と
い
う
努
力
は
続
け
て
い
る
。
残
念
な

が
ら
「
そ
れ
を
や
ら
な
け
れ
ば
生
き
て
ゆ
け
な
い
テ
ー
マ
」
に
は
ま
だ
出
会
え
て
は
い
な
い
が
、
少
し
ず
つ
近
づ

き
つ
つ
あ
る
実
感
は
あ
る
。
阿
部
謹
也
先
生
の
本
は
、
世
界
に
目
を
向
け
さ
せ
て
く
れ
る
と
同
時
に
、
自
分
の
中

を
の
ぞ
き
込
む
き
っ
か
け
を
与
え
て
く
れ
た
。
そ
う
い
う
人
文
書
が
、
私
は
好
き
だ
。
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は
じ
め
に

―
分
か
る
気
の
な
い
人

　
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
見
て
い
る
と
、「
分
か
る
気
の
な
い
人
に
は
、
何
を
ど
う
伝
え
て
も
無
駄
」
と
い
う
現
象
が

し
ば
し
ば
観
察
さ
れ
る
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
分
か
り
合
え
な
い
人
同
士
が
、
ど
う
や
っ
て
共
存
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
、
ふ
と
手
に
と
っ
た
の
が
、
國
分
功
一
郎
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
方
法
』
だ
っ
た
。
ス
ピ
ノ
ザ

（
1
6
3
2
―

77
年
）
は
オ
ラ
ン
ダ
で
活
躍
し
た
哲
学
者
で
、『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
と
『
神
学
・
政
治
論
』
の

二
冊
を
刊
行
し
、
五
冊
の
書
物
を
書
き
残
し
て
い
る
。『
神
学
・
政
治
論
』
は
、
政
治
権
力
と
宗
教
と
の
関
係
や

信
教
の
自
由
に
つ
い
て
論
じ
た
著
書
で
、
憲
法
学
者
の
間
で
も
注
目
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
私
の
先
輩
で
あ
る

福
岡
安
都
子
氏
は
、
こ
の
本
の
聖
書
解
釈
を
テ
ー
マ
に
、『
国
家
・
教
会
・
自
由

―
ス
ピ
ノ
ザ
と
ホ
ッ
ブ
ズ
の

旧
約
テ
ク
ス
ト
解
釈
を
巡
る
対
抗
』
と
い
う
浩
瀚
な
論
文
を
上
梓
し
た
。

　
國
分
氏
の
著
書
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
知
性
改
善
論
』『
エ
チ
カ
』『
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
原
理
』
な
ど
を
丹
念
に
読

み
解
き
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
考
方
法
を
探
求
し
た
も
の
だ
。
と
て
も
面
白
い
本
だ
っ
た
の
で
、
紹
介
し
て
み
た
い
。

弱
い
真
理
は
誘
い
、
導
く
―
國
分
功
一
郎
『
ス
ピ
ノ
ザ
の
方
法
』
を
読
ん
で
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1
　
無
力
な
真
理

　
國
分
氏
の
著
書
で
印
象
的
な
の
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
真
理
」
に
つ
い
て
の
説
明
だ
。
普
通
、「
真
理
」
と
い
う

と
、
そ
れ
を
示
せ
ば
、
ど
ん
な
相
手
も
制
圧
で
き
る
強
力
な
何
か
を
思
い
浮
か
べ
る
。「
こ
れ
が
真
理
だ
」
と
い

う
セ
リ
フ
に
は
、「
ど
の
よ
う
な
相
手
で
も
論
破
で
き
る
」
と
い
う
自
信
が
あ
ふ
れ
て
お
り
、
そ
う
言
わ
れ
た
相

手
は
、
煩
わ
し
く
思
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
デ
カ
ル
ト
は
、
全
て
を
疑
う
強
烈
な
懐
疑
論
者
を
設
定
し
、
彼
ら
に
対
し
「
自
分
が
何
か
を
知
っ
て
い
る
と
い

う
事
実
を
ど
う
す
れ
ば
確
証
し
、
伝
達
し
、
共
有
で
き
る
か
、
そ
れ
を
徹
底
的
に
考
え
た
」。
デ
カ
ル
ト
の
「
真

理
」
は
、
い
か
な
る
懐
疑
論
者
も
疑
い
得
な
い
「
一
撃
必
殺
の
真
理
」
だ
。
有
名
な
「cogito ergo sum

」
の
命

題
も
、「
私
が
考
え
て
い
る
」
と
い
う
、
い
か
な
る
者
に
も
否
定
で
き
な
い
事
実
か
ら
、
他
者
の
懐
疑
を
制
圧
す

る
真
理
の
出
発
点
だ（
同
書
47
頁
）。

　
こ
れ
に
対
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
真
理
」
は
、
人
当
た
り
が
柔
ら
か
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
を
支
配
す
る
思
考
の
イ
メ
ー

ジ
は
、「
人
は
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
と
き
、
自
分
が
た
し
か
に
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
知
っ
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
自
分
が
本
当
に
何
事
か
を
知
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
誰
か
に
尋
ね
る
必
要
も
な
い
し
、
自

分
が
知
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
基
準
も
必
要
も
な
い
…
…
」
と
い
う
。「
自
分
が
何
か
を
知
っ
て
い

る
と
い
う
事
実
を
確
証
す
る
た
め
の
基
準
を
、
そ
の
事
実
以
外
の
と
こ
ろ
に
求
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
他
者
と

そ
の
事
実
の
共
有
を
求
め
な
い
と
い
う
こ
と
」
だ（
同
書
46
頁
）。
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ス
ピ
ノ
ザ
は
、
自
分
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
疑
う
よ
う
な
懐
疑
的
な
他
者
を
視
野
に
入
れ
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
に

と
っ
て
、「
真
理
」
は
「
適
切
な
様
式
に
よ
っ
て
そ
こ
に
到
達
し
た
と
き
に
」
知
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
、
そ

の
「
様
式
」
を
通
り
抜
け
な
い
人
に
は
伝
達
で
き
な
い
も
の
と
、
あ
る
意
味
端
か
ら
諦
め
て
い
る
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
懐
疑
論
者
、
と
い
う
よ
り
他
者
を
、
論
駁
し
よ
う
と
か
、
説
得
し
よ
う
と
い
う
方
向
を
持
た
な

い
。
未
完
の
著
書
『
知
性
改
善
論
』
47
―

48
節
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
懐
疑
論
者
に
つ
い
て
、「
結
局
こ
の
よ
う
な
人
間

と
は
、
学
問
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
切
り
捨
て
て
い
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
、
真
理
は
、「
討

議
の
よ
う
な
場
に
お
い
て
は
ま
っ
た
く
の
無
力
」
な
弱
い
も
の
だ（
同
書
52
頁
）。

　
こ
う
し
た
議
論
を
見
る
と
、
ま
じ
め
な
人
ほ
ど
、「
真
理
と
は
そ
う
い
う
も
の
で
よ
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
不
安

に
な
る
だ
ろ
う
。

2
　
デ
カ
ル
ト
を
読
む
ス
ピ
ノ
ザ

　
で
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
必
殺
技
、「cogito ergo sum

」
の
命
題
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
た
の
か
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、「
私
は
思
惟
す
る
、
ゆ
え
に
私
は
存
在
す
る
」
の
命
題
は
、「
大
前
提
の

隠
さ
れ
た
三
段
論
法
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
。
デ
カ
ル
ト
の
命
題
が
、「
①
思
惟
し
て
い
る
者
は
、
存
在
し

て
い
る
と
言
え
る（
大
前
提
）、
②
と
こ
ろ
で
、
私
は
思
惟
し
て
い
る（
小
前
提
）、
よ
っ
て
③
私
は
存
在
し
て
い
る

（
結
論
）」
と
い
う
三
段
論
法
の
①
大
前
提
を
隠
し
た
表
現
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
①
大
前
提
が
懐
疑
の
対
象
に
な
っ
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て
し
ま
い
デ
カ
ル
ト
の
立
論
は
崩
壊
す
る（
同
書
1
2
0
頁
）。

　
そ
こ
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、「cogito ergo sum

」
は
、「ego sum

 cogitans

（
私
は
思
惟
し
つ
つ
存
在
す
る
）」
と

同
義
の
単
一
命
題
だ
と
す
る（
デ
カ
ル
ト
の
命
題
で
は
、cogito

とsum

が
分
節
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
は

cogito
をcogitans

と
い
う
現
在
分
詞
の
形
に
す
る
）。
こ
れ
は
何
か
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
思
惟
し
て
い
る
状

況
を
描
写
す
る
だ
け
の
命
題
だ
。
國
分
は
、
こ
う
し
た
命
題
の
展
開
は
、「
デ
カ
ル
ト
哲
学
を
困
難
な
方
向
へ
と

追
い
や
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
説
得
と
い
う
モ
ー
メ
ン
ト
を
そ
こ
か
ら
削
り
取
ろ
う
」
と
す
る
も
の
だ
と
い
う

（
同
書
1
2
2
頁
）。

　
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
デ
カ
ル
ト
の
神
の
存
在
証
明
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
方
向
で
読
解
す
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
神
の

存
在
に
つ
い
て
、
経
験
的
な
証
明
と
先
験
的
な
証
明
の
二
つ
を
立
て
つ
つ
、
経
験
的
な
証
明
を
前
面
に
出
し
た
。

デ
カ
ル
ト
は
他
者
の
説
得
に
拘
っ
た
た
め
に
、
現
に
人
々
の
中
に
あ
る
「
既
成
事
実
と
し
て
の
神
の
観
念
」
か
ら

の
証
明
に
力
点
を
置
か
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
説
得
に
と
ら
わ
れ
な
い
た
め
、
現
に

人
々
が
ど
の
よ
う
な
神
の
観
念
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
と
は
無
関
係
に
、
神
の
観
念
を
構
築
し
、
そ
こ
か

ら
神
の
存
在
を
導
き
出
す
べ
き
だ
と
す
る
。
か
く
し
て
、
先
験
的
な
証
明
が
高
く
評
価
さ
れ
る（
同
2
4
2
頁
）。

　
こ
こ
で
も
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、
他
者
へ
の
説
得
か
ら
自
由
で
あ
る
。
こ
の
身
軽
さ
は
魅
力
的
だ
。
し
か
し
、
こ
の

自
由
は
、「
分
か
る
奴
に
は
分
か
る
し
、
分
か
る
気
の
な
い
奴
に
は
何
を
ど
う
伝
え
て
も
無
駄
」
と
い
う
身
も
ふ

た
も
な
い
結
論
に
陥
ら
な
い
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
を
読
ん
で
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
観
察
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
な
、



31 木村草太　　弱い真理は誘い、導く

ど
う
で
も
よ
い
こ
と
し
か
理
解
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

3
　
誘
い
、
導
く

　
し
か
し
、
國
分
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
、「
精
神
の
本
性
と
法
則
」
を
「
認
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
説
く
合

理
主
義
者
だ
と
い
う
。
そ
れ
は
、「
分
か
ら
な
い
奴
は
放
っ
て
お
い
て
よ
い
」
と
い
う
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。

　
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
れ
ば
、「
精
神
の
本
性
と
法
則
」
は
、
認
識
す
る
当
の
本
人
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
な
い
限
り
、

当
人
に
と
っ
て
は
「
分
か
ら
な
い
」。「
あ
、
分
か
っ
た
」
と
い
う
経
験
は
、
当
人
に
「
分
か
る
」
と
は
ど
う
い
う

こ
と
か
を
理
解
さ
せ
る
一
方
、
当
人
以
外
の
誰
か
に
は
何
も
伝
え
ら
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
一
撃
必
殺
の

普
遍
の
真
理
を
示
し
て
、
無
理
や
り
説
得
し
よ
う
と
試
み
て
も
、
そ
れ
は
徒
労
に
す
ぎ
な
い
。

　
で
は
、
ど
う
す
る
の
か
。
ス
ピ
ノ
ザ
は
、「
無
限
に
多
く
の
属
性
を
有
す
る
実
体
と
い
う
原
理
、
す
な
わ
ち
神

の
観
念
」
へ
と
至
る
思
惟
の
手
続
を
見
せ
る
こ
と
で
、
一
緒
に
や
っ
て
み
よ
う
と
我
々
を
「
誘
い
、
導
く
」。
ス

ピ
ノ
ザ
の
方
法
は
、
各
々
の
精
神
の
特
異
性
を
考
慮
に
入
れ
て
、
各
々
の
精
神
の
力
を
導
き
出
す
こ
と
な
の
だ

（
同
書
3
5
0
、
3
5
4
―

6
頁
）。

　
國
分
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
を
「
近
代
哲
学
の
夢
を
、
近
代
哲
学
と
は
違
う
や
り
方
で
達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と

評
価
し
て
い
る
。
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お
わ
り
に

―
さ
わ
や
か
な
可
能
性

　
人
文
書
の
中
に
は
、
難
解
な
専
門
用
語
を
ち
り
ば
め
、
よ
ほ
ど
の
専
門
家
で
な
け
れ
ば
知
ら
な
い
こ
と
に
「
周

知
の
よ
う
に
」
と
の
枕
詞
を
つ
け
て
す
っ
飛
ば
し
、
門
外
漢
を
は
ね
つ
け
る
よ
う
な
も
の
も
あ
る
。
こ
れ
に
対

し
、
國
分
氏
の
著
書
は
、
丁
寧
な
言
葉
遣
い
や
鮮
や
か
な
小
括
が
あ
り
、
私
の
よ
う
な
専
門
外
の
読
者
に
も
心

地
よ
い（
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
の
専
門
家
で
な
い
と
十
全
に
理
解
で
き
な
い
と
こ
ろ
は
多
々
あ
る
の
だ
ろ
う
が
）。
読
み
な
が

ら
、「
な
ぜ
、
こ
ん
な
に
爽
や
か
に
論
を
進
め
る
の
か
」
と
不
思
議
に
思
っ
た
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ

の
「
誘
い
、
導
く
」
方
法
を
実
践
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
っ
た
。

　
私
が
研
究
対
象
と
す
る
「
法
」
は
、
多
様
な
価
値
の
共
存
の
た
め
の
枠
組
み
で
あ
る
。
こ
の
世
界
に
は
、
様
々

な
世
界
観
、
歴
史
観
、
宗
教
な
ど
、
様
々
な
価
値
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
価
値
は
、
時
に
苛
烈
に
対
立
す
る
。
法

に
つ
い
て
伝
え
よ
う
と
す
る
と
き
、
ど
う
や
っ
て
こ
の
「
分
か
る
気
の
な
い
人
」
に
伝
え
た
ら
よ
い
の
か
、
と
途

方
に
く
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

　
國
分
氏
が
示
し
た
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
方
法
」
は
、
説
得
と
か
、
一
撃
必
殺
の
真
理
に
よ
る
強
要
で
は
な
い
、
伝
え

方
の
可
能
性
を
教
え
て
く
れ
た
。
各
々
の
個
性
と
力
の
尊
重
と
い
う
方
法
は
、
近
代
憲
法
の
中
核
に
あ
る
「
個
人

の
尊
重
」
と
い
う
考
え
方
と
も
共
鳴
す
る
。

　
こ
の
よ
う
に
思
い
が
け
な
い
視
座
を
与
え
て
く
れ
る
の
が
、
人
文
書
の
楽
し
み
で
あ
る
。
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わ
れ
わ
れ
は
危
機
的
状
況
の
中
で
生
き
て
い
る
。
北
朝
鮮
や
イ
ラ
ン
の
核
開
発
を
め
ぐ
っ
て
、
米
国
の
ト
ラ
ン

プ
大
統
領
が
無
理
筋
の
政
策
を
取
れ
ば
、
核
戦
争
を
誘
発
し
か
ね
な
い
。
か
つ
て
地
球
を
席
巻
し
た
恐
竜
が
滅
び

た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
ヒ
ト（
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
）の
時
代
も
、
歴
史
的
過
去
に
な
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。

　
そ
の
原
因
を
存
在
論
的
に
掘
り
下
げ
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
学
知
が
と
て
も
重
要
に
な
る
。
私
の
理
解
で

は
、
人
類
の
危
機
の
原
因
は
、
人
間
が
超
越
的
な
る
も
の
に
対
す
る
畏
敬
の
念
を
忘
れ
た
近
代
的
人
間
観
に
あ
る
。

そ
れ
に
つ
い
て
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ド
イ
ツ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
神
学
者
で
哲
学
者
、
教
育
学
者
で
あ
っ
た

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ッ
ハ
ー（
1
7
6
8
年
11
月
21
日
〜
1
8
3
4
年
2
月
14
日
）の
『
宗
教
に
つ
い
て

―
宗
教
を
侮
蔑
す
る
教
養
人
の
た
め
の
講
話
』（
春
秋
社
）
を
精
読
す
る
の
が
有
益
だ
。
原
著
は
1
7
9
9
年
に

刊
行
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
代
的
意
義
を
失
っ
て
い
な
い
。
近
代
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
決
し
て
終
わ
っ
て

い
な
い
こ
と
が
本
書
を
読
む
と
よ
く
わ
か
る
。

　
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ッ
ハ
ー
は
、
宗
教
が
無
用
の
長
物
に
な
っ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
こ
う
述
べ
る
。

　〈
み
な
さ
ん
は
人
類
と
祖
国
、
芸
術
と
学
問
さ
え
あ
れ
ば
十
分
で
、
こ
れ
で
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
包
括
で
き
る
と

信
じ
て
い
る
よ
う
で
す
。
み
な
さ
ん
の
心
は
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
完
全
に
満
た
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
世

読
者
に
薦
め
た
い
人
文
書 

佐
藤

　

優
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界
の
彼
岸
に
あ
る
、
永
遠
で
あ
り
、
聖
な
る
存
在
に
は
、
ど
こ
に
も
場
所
も
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
み
な

さ
ん
は
、
こ
の
よ
う
な
存
在
へ
の
感
覚
や
、
そ
れ
と
共
に
在
る
と
い
う
感
情
も
持
て
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

〔
と
い
う
の
も
〕
こ
の
世
界
の
生
活
が
、
み
な
さ
ん
が
望
ん
だ
よ
う
に
、
大
変
豊
か
に
な
り
、
ま
た
多
様
性
を

持
っ
た
も
の
に
な
っ
た
の
で
、
永
遠
的
な
も
の
は
も
は
や
何
の
必
要
も
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て

み
な
さ
ん
が
自
ら
ひ
と
つ
の
宇
宙
を
創
造
し
た
の
で
、
も
は
や
み
な
さ
ん
自
身
を
創
造
し
た
者
の
こ
と
を
考
え
る

必
要
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
私
に
も
よ
く
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
み
な
さ
ん
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題

に
つ
い
て
は
、
既
に
哲
学
者
や
預
言
者
た
ち
、
さ
ら
に
付
け
加
え
て
い
う
な
ら
こ
う
い
う
問
題
を
侮
蔑
し
て
い
る

者
た
ち
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
態
度
と
対
峙
し
よ
う
と
し
て
い
る
聖
職
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
十
分
に
論
じ
つ
く
さ
れ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
何
か
こ
れ
以
上
新
し
い
こ
と
、
よ
り
適
切
な
こ
と
を
語
る
こ
と
は
も
は
や
何
も
な
い
、

と
い
う
こ
と
で
一
致
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
何
よ
り
も
み
な
さ
ん
は
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
聖
職

者
の
語
る
言
葉
を
も
は
や
聞
こ
う
と
は
思
わ
な
い
の
で
し
ょ
う
。〉（
4
頁
）

　
21
世
紀
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
も
、
人
類
と
祖
国
、
芸
術
と
学
問
さ
え
あ
れ
ば
十
分
で
、
こ
れ
で
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
包
括
で
き
る
と
信
じ
て
い
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
革
命
以
降
の
人
間
は
、「
上（
天
）
に
い
る
神
」
と
い
う
よ
う
な

概
念
を
信
じ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
現
実
を
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ッ
ハ
ー
は
正
面
か
ら
受
け
止
め
、
神
の
場
を
転

換
し
た
。
そ
の
認
識
が
こ
れ
か
ら
引
用
す
る
宗
教
に
関
す
る
定
義
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　〈
宗
教
は
形
而
上
学
の
よ
う
に
、
宇
宙
を
そ
の
本
性
に
基
づ
い
て
規
定
し
た
り
、
説
明
す
る
こ
と
を
望
み
ま
せ
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ん
。
ま
た
道
徳
の
よ
う
に
、
自
由
の
力
や
人
間
の
あ
た
か
も
神
に
な
っ
た
か
の
よ
う
な
勝
手
な
意
識
か
ら
宇
宙
を

形
成
し
た
り
、
完
成
さ
せ
よ
う
と
も
願
い
ま
せ
ん
。
宗
教
の
本
質
と
は
、
思
惟
で
も
行
動
で
も
な
く
、
そ
れ
は
直

観
と
感
情
な
の
で
す
。
宗
教
は
、
宇
宙
を
直
観
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
宇
宙
に
固
有
な
さ
ま
ざ
ま
な
表
現

と
動
き
に
対
し
て
、
畏
敬
の
念
を
も
っ
て
そ
れ
に
耳
を
傾
け
、
子
供
の
よ
う
に
受
身
な
態
度
で
、
宇
宙
の
直
接
的

な
影
響
に
と
ら
え
ら
れ
よ
う
、
あ
る
い
は
満
た
さ
れ
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
は
、
宗
教

の
本
質
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
ま
た
宗
教
の
影
響
を
特
徴
付
け
る
す
べ
て
の
点
で
、
形
而
上
学
や
道
徳
と

対
立
し
て
い
る
の
で
す
。〉（
51
頁
）

　
宗
教
は
形
而
上
学
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
天
に
い
る
神
と
い
う
概
念
を
否
定
す
る
こ
と
だ
。
ま
た
、
宗
教
を

カ
ン
ト
が
言
う
よ
う
な
道
徳
律
に
還
元
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
宗
教
は
、
形
而
上
学
と
も
道
徳
と
も
位
相
を
異

に
す
る
も
の
だ
。
形
而
上
学
な
ら
ば
恣
意
が
決
定
的
に
重
要
に
な
る
。
道
徳
で
は
行
動
が
問
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
宗
教
に
お
い
て
は
、
道
徳
も
行
動
も
重
要
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
前
提
に
立
っ
て
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ッ

ハ
ー
は
、
宗
教
の
本
質
が
直
観
と
感
情
で
あ
る
と
定
義
す
る
。
直
観
と
感
情
で
と
ら
え
ら
れ
る
神
は
ど
こ
に
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
人
間
の
心
の
中
に
い
る
。
誰
も
心
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

人
間
に
は
確
実
に
心
が
存
在
す
る
。
心
の
中
に
目
に
は
見
え
な
い
が
確
実
に
存
在
す
る
神
が
い
る
。
こ
う
し
て

シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ッ
ハ
ー
が
神
の
場
を
形
而
上
学
の
天
か
ら
心
の
中
に
転
換
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
教
と

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
以
降
の
宇
宙
像
は
矛
盾
し
な
く
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
合
理
性
に
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基
づ
く
科
学
技
術
の
発
展
を
阻
害
し
な
く
な
っ
た
。
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
と
い
う
形
態
で
、
キ
リ
ス
ト
教
は

近
代
資
本
主
義
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
な
ら
ば
、
教
会
の
よ
う
な
時
代
後
れ
の
制
度
は
と
き
の
経
過
と
共
に
消
滅
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
キ
リ
ス

ト
教
は
、
自
然
的
宗
教
に
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ッ
ハ
ー
は
そ
う
は
考
え
な
い
。

　〈
み
な
さ
ん
は
、
み
な
さ
ん
の
目
の
前
に
存
在
す
る
ひ
と
つ
の
宗
教
現
象
を
、
実
定
的
宗
教
と
呼
ん
で
い
ま
す

が
、
こ
の
よ
う
な
名
称
の
故
に
、
大
変
不
幸
な
争
い
が
長
い
間
続
い
て
き
ま
し
た
。
も
う
一
方
で
み
な
さ
ん
は
、

宗
教
一
般
に
対
し
て
反
感
を
持
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
然
的
宗
教
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、

常
に
寛
容
で
、
む
し
ろ
敬
意
を
も
っ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
こ
こ
で
み
な
さ
ん
に
、
躊
躇
す
る

こ
と
な
く
、
私
の
心
の
中
に
あ
る
考
え
を
述
べ
て
み
た
い
の
で
す
が
、
私
は
み
な
さ
ん
が
な
し
て
い
る
自
然
的
宗

教
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
選
択
に
は
反
対
な
の
で
す
。（
中
略
）自
然
的
宗
教
は
、
よ
く
洗
練
さ
れ
て
お
り
、
宗
教

的
で
あ
る
よ
り
は
、
哲
学
的
、
道
徳
的
な
様
相
を
も
っ
て
い
る
の
で
、
む
し
ろ
宗
教
固
有
の
性
格
を
輝
か
せ
る
こ

と
は
あ
ま
り
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自
然
的
宗
教
は
、
エ
レ
ガ
ン
ト
に
生
き
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
節
制
や

順
応
を
学
ん
で
い
る
の
で
、
ど
こ
で
も
、
い
つ
で
も
評
判
が
よ
い
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
実
定
的
宗
教
は
、
い

ず
れ
の
場
合
も
大
変
強
い
性
質
と
、
非
常
に
目
立
つ
相
貌
を
持
っ
て
い
る
の
で
、
ひ
と
目
見
れ
ば
そ
れ
が
ど
の
よ

う
な
も
の
で
あ
る
か
を
は
っ
き
り
と
認
識
で
き
る
の
で
す
。（
中
略
）も
し
み
な
さ
ん
が
、
私
が
希
望
す
る
と
お
り
、

宗
教
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
好
意
的
な
判
断
を
し
、
人
間
の
中
に
は
宗
教
に
つ
い
て
の
固
有
の
、
高
貴
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な
資
質
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
る
な
ら
ば（
そ
れ
故
に
そ
れ
が
見
出
さ
れ
た
時
に
は
そ
れ
を
い
た
わ
り
、
育
て

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
す
が
）、
宗
教
が
既
に
実
際
に
現
れ
出
て
い
る
特
定
の
形
態
の
中
で
宗
教
を
直
観
す
る

と
い
う
こ
と
を
、
み
な
さ
ん
が
嫌
が
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
思
う
の
で
す
。〉（
2
3
6
〜
2
3
8
頁
）

　
実
定
的
と
は
、
今
目
の
前
に
あ
る
形
を
取
っ
た
も
の
と
い
う
こ
と
だ
。
神
の
場
が
心
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

人
間
内
部
に
自
然
に
起
き
る
心
理
に
解
消
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
直
観
や
感
情
は
、
心
の（
従
っ
て
、

人
間
の
）
外
部
か
ら
働
き
か
け
る
も
の
だ
。
し
か
し
、
シ
ュ
ラ
イ
ア
マ
ッ
ハ
ー
を
継
承
し
た
19
世
紀
の
自
由
主
義

神
学
者
た
ち
は
、
外
部
に
対
す
る
感
覚
を
失
っ
て
し
ま
い
、
主
観
的
心
理
を
神
の
意
思
と
取
り
違
え
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
結
果
、
1
9
1
4
年
に
第
一
次
世
界
大
戦
が
勃
発
し
、
未
曾
有
の
大
量
殺
戮
と
大
量
破
壊
が
起
き
た
。
21
世

紀
の
初
め
に
わ
れ
わ
れ
は
再
び
外
部
に
対
す
る
感
覚
を
取
り
戻
す
必
要
が
あ
る
。『
宗
教
に
つ
い
て
』
は
そ
の
た

め
の
基
本
書
な
の
で
あ
る
。
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僕
は
、
本
に
つ
い
て
は
、「
面
白
い
本
と
そ
う
で
は
な
い
本
」、
あ
る
い
は
「
数
字
・
フ
ァ
ク
ト
・
ロ
ジ
ッ
ク
に

基
づ
い
た
普
通
の
本
と
、
た
め
に
す
る
ト
ン
デ
モ
本
」
の
違
い
が
あ
る
だ
け
だ
と
思
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、「
人

文
書
」
と
は
何
だ
ろ
う
と
先
ず
そ
の
定
義
か
ら
考
え
て
し
ま
っ
た
。
人
文
書
と
は
、
一
般
に
は
、
哲
学
・
思
想
、

宗
教
、
心
理
、
教
育
、
社
会
、
歴
史
の
6
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
本
を
指
す
そ
う
だ
。
な
る
ほ
ど
。
で
は
、
こ

の
ジ
ャ
ン
ル
の
中
か
ら
心
に
残
っ
て
い
る
本
を
何
冊
か
挙
げ
て
み
よ
う
。

　
最
近
読
ん
だ
本
で
は
、
呉
座
勇
一
『
陰
謀
の
日
本
中
世
史
』。「
本
能
寺
の
変
」
な
ど
歴
史
上
の
有
名
な
事
件
を

題
材
に
、
陰
謀
論
や
俗
説
の
類
を
、
逐
一
、
木
っ
端
み
じ
ん
に
論
破
し
て
い
く
さ
ま
が
心
地
よ
い
。
こ
の
本
の
神

髄
は
、
専
門
家
が
陰
謀
論
や
俗
説
は
そ
も
そ
も
議
論
に
値
し
な
い
と
放
置
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
陰
謀
論
や
俗
説
が
蔓

延
り
、
そ
れ
が
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
の
温
床
に
な
っ
て
い
く
と
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ

の
1
つ
の
代
表
例
が
「
江
戸
し
ぐ
さ
」
で
あ
ろ
う
。
現
に
書
店
の
店
頭
を
眺
め
れ
ば
、
陰
謀
論
や
ト
ン
デ
モ
本
が

溢
れ
て
い
る
の
を
誰
し
も
目
に
す
る
。
こ
れ
は
、
売
ら
ん
か
な
と
い
う
出
版
社
の
姿
勢
に
よ
る
と
こ
ろ
も
大
き
い

と
思
う
が
、
一
番
の
原
因
は
、
専
門
家
が
無
視
を
決
め
込
ん
で
論
破
す
る
手
間
を
惜
し
む
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ

で
は
、
土
台
、
健
全
な
社
会
は
維
持
で
き
な
い
だ
ろ
う
。「
誰
か
が
ネ
コ
の
首
に
鈴
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

わ
た
し
と
人
文
書 

出
口

　

治
明
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と
い
う
思
い
で
こ
の
本
を
書
き
下
し
た
著
者
に
深
い
敬
意
を
捧
げ
た
い
。
1
つ
の
極
論
を
述
べ
れ
ば
、
学
者
や
専

門
家
の
社
会
貢
献
の
最
た
る
も
の
は
、
た
め
に
す
る
ト
ン
デ
モ
本
を
社
会
か
ら
一
掃
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は

な
い
か
。

　
次
に
、
ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
フ
ェ
ン
ビ
ー『
奇
妙
な
同
盟
』。
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
が
、
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、

ス
タ
ー
リ
ン
、
チ
ャ
ー
チ
ル
の
ビ
ッ
グ
ス
リ
ー
が
描
い
た
見
取
り
図
に
沿
っ
て
歩
ん
だ
こ
と
は
、
ほ
ぼ
定
説
に

な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
本
に
は
目
新
し
い
こ
と
は
何
も
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
本
は

と
に
か
く
面
白
い
。
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
圧
倒
的
な
量
の
多
数
の
関
係
者
の
肉
声
や
証
言
を
丁
寧
に
積
み
重
ね

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
3
巨
頭
が
ま
る
で
僕
た
ち
の
目
の
前
を
歩
い
て
い
る
か
の
よ
う
な
存
在
感
で
蘇
る
か
ら
だ
。

ウ
ィ
ル
ソ
ン
の
二
の
舞
は
し
な
い
と
戦
後
世
界
の
グ
ラ
ン
ド
デ
ザ
イ
ン
に
思
い
を
巡
ら
す
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
ソ
連

の
権
益
と
東
欧
で
の
勢
力
圏
確
保
に
し
か
興
味
の
な
い
ス
タ
ー
リ
ン
、
大
英
帝
国
の
延
命
を
ひ
た
す
ら
図
ろ
う
と

す
る
チ
ャ
ー
チ
ル
、
そ
こ
に
い
る
の
は
伝
説
と
化
し
た
リ
ー
ダ
ー
で
は
な
く
、
僕
た
ち
と
同
じ
強
み
や
弱
み
を
も

ち
、
普
通
の
肉
体
と
感
情
を
持
つ
生
身
の
人
間
な
の
だ
。
感
傷
的
に
な
っ
て
は
よ
く
涙
を
流
す
チ
ャ
ー
チ
ル
、
何

故
か
ス
タ
ー
リ
ン
に
親
愛
の
情
を
示
す
ル
ー
ズ
ベ
ル
ト
、
夜
更
け
ま
で
宴
会
を
や
め
な
い
ス
タ
ー
リ
ン
、
ま
さ
に
、

「
神
は
細
部（
デ
ィ
テ
ー
ル
）
に
宿
る
」
の
だ
。
こ
の
本
の
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
は
、
3
巨
頭
だ
け
で
は
な
く
、
脇

役
の
造
形
、
彫
琢
に
も
細
心
の
注
意
が
向
け
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
大
戦
の
帰
趨
を
決
め
た
レ
ン
ド
リ
ー

ス
法
の
策
定
な
ど
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
大
統
領
の
側
近
の
ハ
リ
ー
・
ホ
プ
キ
ン
ス
、
重
厚
で
こ
れ
ほ
ど
肩
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書
に
相
応
し
い
人
格
も
少
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
せ
る
ア
ラ
ン
・
ブ
ル
ッ
ク
大
英
帝
国
陸
軍
参
謀
総
長
、
登
場
場
面

こ
そ
少
な
い
も
の
の
強
烈
な
オ
ー
ラ
を
放
つ
宋
美
齢
蔣
介
石
夫
人
、
傲
岸
不
遜
の
ド
ゴ
ー
ル
将
軍
な
ど
枚
挙
に
暇

が
な
い
。
書
き
手
の
筆
力
が
冴
え
渡
る
1
冊
だ
。

　
中
東
の
混
迷
な
ど
に
よ
り
、
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
が
再
び
世
間
の
注
目
を
集
め
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
イ
ス
ラ
ー

ム
教
ほ
ど
人
口
に
膾
炙
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
実
態
が
誤
解
さ
れ
て
い
る
宗
教
は
少
な
い
。
イ
ス

ラ
ー
ム
教
は
商
人
が
生
ん
だ
極
め
て
合
理
的
な
宗
教
な
の
に
、
い
ま
だ
に
「
砂
漠
に
生
ま
れ
た
峻
厳
な
宗
教
」
な

ど
と
平
気
で
コ
メ
ン
ト
す
る
評
論
家
が
い
る
ほ
ど
だ
。
カ
レ
ン
・
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
『
ム
ハ
ン
マ
ド
』
は
、
イ

ス
ラ
ー
ム
教
の
開
祖
、
ム
ハ
ン
マ
ド
の
生
涯
を
描
い
た
優
れ
た
評
伝
で
あ
る
。
著
者
は
ロ
ー
マ
教
会
の
修
道
女
で

あ
っ
た
人
で
、
そ
れ
だ
け
に
イ
ス
ラ
ー
ム
教
の
本
質
が
よ
く
理
解
で
き
る
の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
イ
ス
ラ
ー
ム

教
は
、
他
の
2
つ
の
セ
ム
的
一
神
教（
ユ
ダ
ヤ
教
と
キ
リ
ス
ト
教
）
と
神
を
同
じ
く
す
る
宗
教
だ
か
ら
だ
。
こ
の
本

に
描
か
れ
た
ム
ハ
ン
マ
ド
は
と
て
も
人
間
味
に
溢
れ
た
人
物
だ
。
世
界
の
三
大
宗
教
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
一
般
に

は
、
仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教
、
イ
ス
ラ
ー
ム
教
だ
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
開
祖
を
比
較
す
る
と
、
ブ
ッ
ダ
と
キ
リ
ス
ト
は

共
に
世
捨
て
人
の
範
疇
に
数
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
ム
ハ
ン
マ
ド
は
商
人
で
あ
っ
て
後
に
市
長
や
軍

司
令
官
を
も
務
め
、
愛
妻
に
看
取
ら
れ
て
自
宅
で
天
寿
を
全
う
し
た
人
間
で
あ
る
。
そ
の
人
が
啓
い
た
宗
教
が
平

易
で
合
理
的
な
の
は
、
考
え
て
み
れ
ば
ご
く
自
然
な
こ
と
だ
ろ
う
。
イ
ス
ラ
ー
ム
以
前
の
社
会
は
「
ジ
ャ
ー
ヒ

リ
ー
ヤ
」（
無
明
時
代
）と
呼
ば
れ
た
が
、
こ
の
言
葉
の
第
一
義
は
「
怒
り
っ
ぽ
い
気
質
」、
傲
慢
さ
や
慢
性
的
に
暴
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力
と
報
復
を
行
う
傾
向
で
あ
り
、
ク
ル
ア
ー
ン
は
こ
れ
に
対
し
て
ヒ
ル
ム（
堪
忍
）を
も
っ
て
行
動
す
る
よ
う
に
促

し
た
。
ま
た
、
ジ
ハ
ー
ド
は
本
来
、
社
会
と
心
を
改
革
す
る
た
め
の
奮
闘
を
指
す
言
葉
で
あ
っ
て
、
ク
ル
ア
ー
ン

は
、
武
力
衝
突
の
間
で
さ
え
も
、
絶
え
ず
慈
悲
と
寛
容
の
大
切
さ
を
主
張
し
て
い
る
。
加
え
て
ク
ル
ア
ー
ン
は
、

ほ
と
ん
ど
の
欧
米
の
女
性
た
ち
が
19
世
紀
ま
で
享
受
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
法
的
地
位
を
女
性
た
ち
に
与
え

よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
本
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
理
解
す
る
に
は
、
最
適
の
1
冊
で
あ
ろ
う
。

　
小
坂
井
敏
晶
『
社
会
心
理
学
講
義
』。
僕
は
、「
花
に
は
香
り
、
本
に
は
毒
を
」
と
い
う
言
葉
が
大
好
き
だ
。
読

み
終
え
た
後
に
、
何
ら
か
の
違
和
感
、
即
ち
毒
素
が
体
の
中
に
残
ら
な
い
本
は
そ
も
そ
も
つ
ま
ら
な
い
で
は
な
い

か
。
全
て
の
学
問
は
常
識
を
疑
う
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
が
、
こ
の
本
は
ペ
ー
ジ
を
捲
る
度
に
、
僕
た
ち
の
常
識
が

強
烈
な
ハ
ン
マ
ー
の
一
撃
で
粉
々
に
さ
れ
て
し
ま
う
。
幾
つ
か
拾
っ
て
み
よ
う
。「
真
理
は
ど
こ
に
も
な
い
」「
正

し
い
社
会
の
形
は
い
つ
に
な
っ
て
も
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
」「
人
格
や
意
思
が
行
動
を
決
定
す
る
と
い
う
西
洋
近

代
が
生
み
出
し
た
個
人
主
義
的
人
間
像
は
人
間
の
実
情
に
合
っ
て
い
な
い
」「
異
質
性
よ
り
も
同
質
性
の
方
が
差

別
の
原
因
に
な
り
や
す
い
」「
伝
統
は
後
の
時
代
に
脚
色
さ
れ
た
虚
構
」、
そ
し
て
「
日
本
の
西
洋
化
の
背
景
に
見

る
べ
き
は
、
新
し
い
物
好
き
で
好
奇
心
旺
盛
な
模
倣
者
で
は
な
く
、
荒
々
し
い
野
生
の
外
部
を
馴
致
さ
れ
た
〈
外

部
〉
と
す
り
替
え
て
内
部
化
す
る
奇
術
師
の
姿
で
し
ょ
う
」
等
々
、
小
坂
井
ワ
ー
ル
ド
が
炸
裂
す
る
。
読
者
は
、

嫌
で
も
自
問
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
は
本
当
な
の
か
、
と
。
そ
し
て
、
自
分
と
向
き
合
う
チ
ャ
ン
ス
が
与
え
ら

れ
る
の
だ
。「
本
当
に
大
切
な
の
は
自
分
自
身
と
向
き
合
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
困
難
を
自
覚
す
る
こ
と
、
そ
れ
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だ
け
で
す
」
と
著
者
は
言
い
切
る
。
ビ
ジ
ネ
ス
が
、
人
間
と
人
間
が
作
る
社
会
を
対
象
と
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、

人
間
と
社
会
に
深
く
切
り
込
ん
だ
こ
の
本
は
、
近
年
最
高
の
ビ
ジ
ネ
ス
書
の
1
冊
と
呼
ん
で
い
い
だ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
ロ
バ
ー
ト
・
D
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
『
わ
れ
ら
の
子
ど
も
』
を
挙
げ
た
い
。
わ
が
国
で
は
シ
ン
グ
ル
マ

ザ
ー
の
家
庭
を
中
心
と
し
て
、
子
ど
も
の
実
に
6
人
に
1
人
が
貧
困
に
喘
い
で
い
る
。
こ
の
ま
ま
放
置
す
る
と
、

社
会
的
損
失
は
40
兆
円
に
達
す
る
と
の
試
算
も
あ
る（『
子
供
の
貧
困
が
日
本
を
滅
ぼ
す
』）。
こ
の
本
は
、
ア
メ
リ
カ

に
お
け
る
子
ど
も
の
貧
困
と
格
差
の
固
定
と
い
う
社
会
的
危
機
の
現
実
を
赤
裸
々
に
描
き
出
し
た
力
作
だ
が
、
そ

の
手
法
が
素
晴
ら
し
い
。
先
ず
豊
か
さ
と
貧
し
さ
な
ど
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
激
し
い
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
取
り

上
げ
、
豊
富
な
統
計
デ
ー
タ
を
用
い
て
そ
れ
を
1
つ
ず
つ
エ
ビ
デ
ン
ス
で
裏
付
け
て
い
く
の
だ
。
わ
が
国
で
は
、

エ
ピ
ソ
ー
ド
が
中
心
で
統
計
的
な
エ
ビ
デ
ン
ス
に
欠
け
る
書
物
が
多
々
出
版
さ
れ
て
い
る
が
、
他
山
の
石
と
す
べ

き
で
あ
ろ
う
。「
何
を
す
べ
き
か
」
と
題
さ
れ
た
終
章
は
重
い
。
貧
し
い
子
ど
も
の
面
倒
を
見
る
責
任
は
、
わ
れ

ら
世
界
の
大
人
全
て
が
負
っ
て
い
る
の
だ
。
子
ど
も
の
貧
困
に
関
心
を
持
つ
全
て
の
心
あ
る
人
に
、
ぜ
ひ
一
読
し

て
ほ
し
い
良
書
だ
。
子
ど
も
た
ち
こ
そ
が
僕
た
ち
の
未
来
な
の
だ
か
ら
。
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　「
紀
伊
國
屋
じ
ん
ぶ
ん
大
賞
ベ
ス
ト
30
」
の
リ
ス
ト
に
拙
著
が
選
ば
れ
た
と
き
、
嬉
し
い
と
い
う
よ
り
、
正
直
、

わ
た
し
は
当
惑
し
た
。

「
わ
た
し
の
本
が
、
な
ん
で
人
文
書
な
ん
だ
ろ
う
」

　
と
い
う
基
本
中
の
基
本
と
い
う
か
、
素
朴
な
疑
問
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
か
ら
だ
。

　
あ
る
編
集
者
さ
ん
は
こ
う
言
っ
た
。

「
弊
社
も
何
が
人
文
書
な
の
か
も
は
や
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
ま
す（
笑
）」

　
別
の
出
版
社
の
編
集
者
さ
ん
は
こ
う
言
っ
た
。

「
他
の
ジ
ャ
ン
ル
が
し
っ
く
り
こ
な
い
か
ら
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
人
文
書
は
間
口
が
広
い
か
ら
」

　
一
番
具
体
性
が
あ
っ
た
の
は
、
次
の
意
見
だ
っ
た
。

「
と
り
あ
え
ず
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
か
ら
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」

　
で
も
、
英
語
の
書
籍
だ
と
、
大
き
な
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
は
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
か
」
と
い

う
こ
と
し
か
な
い
。
書
店
に
行
っ
て
も
、
こ
の
二
つ
で
売
り
場
が
分
か
れ
て
い
た
り
す
る
。
だ
か
ら
、
ノ
ン
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
が
す
べ
て
人
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
世
に
出
回
っ
て
い
る
書
物
の
半
分
は
そ
う
だ
と
い
う
こ

ソ
ウ
ル
フ
ル
な
人
文
書 

ブ
レ
イ
デ
ィ

　

み
か
こ
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と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
こ
の
説
は
さ
す
が
に
違
う
だ
ろ
う
、
と
思
っ
た
。

　
い
っ
た
い
ぜ
ん
た
い
、
英
語
で
人
文
書
っ
て
何
て
言
う
ん
だ
ろ
う
、
と
グ
ー
グ
ル
翻
訳
し
て
み
た
ら
「
ヒ
ュ
ー

マ
ン
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ト
」
と
出
て
き
て
、
そ
り
ゃ
あ
ん
ま
り
だ
ろ
う
と
笑
っ
た
が
、「
人
」
の
字
が
あ
る
か
ら

「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
」
か
な
と
思
っ
た
。
が
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
文
学
、
す
な

わ
ち
小
説
や
詩
な
ど
も
入
っ
て
い
る
の
で
、
や
は
り
人
文
書
と
は
違
う
気
が
す
る
。

　
と
い
う
こ
と
は
、「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
サ
イ
エ
ン
ス
」
の
ほ
う
が
近
い
の
か
し
ら
、
と
思
っ
た
り
、
で
も
そ
れ
よ

り
日
本
の
人
文
書
の
枠
の
ほ
う
が
幅
広
い
気
が
す
る
の
で
、
要
す
る
に
「
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
テ
ィ
ー
ズ
」
マ
イ
ナ
ス
文

学
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
考
え
込
ん
だ
り
し
て
、
人
文
書
を
テ
ー
マ
に
書
け
と
依
頼
さ
れ
た
わ
り
に
は
、
人

文
書
と
い
う
も
の
が
何
な
の
か
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
初
歩
的
な
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
わ
た

し
が
語
る
本
が
人
文
書
に
分
類
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
は
心
も
と
な
い
が
、
拙
著
が
人
文
書
な
ら
ば
、
こ
れ
か
ら
挙

げ
る
本
も
そ
う
だ
と
思
う
の
で
ひ
る
ま
ず
に
書
き
進
め
た
い
。

　
こ
れ
ま
で
の
人
生
で
少
な
く
と
も
50
回
以
上
は
読
み
返
し
、
い
ま
で
も
自
分
の
執
筆
活
動
は
常
に
何
処
か
か
ら

こ
の
作
品
に
監
視
さ
れ
、
遠
隔
操
作
さ
れ
て
い
る
と
思
う
本
が
わ
た
し
に
は
あ
る
。

　
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ン
ド
ン
の
『
ど
ん
底
の
人
び
と

―
ロ
ン
ド
ン
1
9
0
2
』
で
あ
る
。

　
若
い
頃
に
こ
の
本
に
ぶ
っ
飛
ば
さ
れ
、
そ
の
勢
い
で
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
『
パ
リ
・
ロ
ン
ド
ン
放
浪
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記
』
も
読
ん
だ
。
以
来
、
こ
の
二
作
は
わ
た
し
の
中
で
双
璧
に
な
っ
て
い
る
が
、
ど
ち
ら
が
わ
た
し
に
と
っ
て
よ

り
重
要
か
と
問
わ
れ
た
ら
躊
躇
せ
ず
『
ど
ん
底
の
人
び
と
』
と
答
え
る
。

　
同
作
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
的
に
は
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
呼
ば
れ
る
。
1
9
0
2
年
に
ロ
ン
ド
ン
の
労
働
者
階
級
の
居

住
地
域
、
イ
ー
ス
ト
・
エ
ン
ド
に
侵
入
し
た
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ン
ド
ン
が
、
当
時
の
貧
困
層
の
人
々
の
生
活
の
中
に

入
り
込
み
、
そ
の
現
状
を
赤
裸
々
に
報
告
し
た
も
の
だ
。
オ
ー
ウ
ェ
ル
は
十
代
の
頃
に
『
ど
ん
底
の
人
び
と
』
を

読
ん
で
大
き
な
影
響
を
受
け
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ン
ド
ン
を
真
似
て
貧
困
区
に
侵
入
し
て
『
パ
リ
・
ロ
ン
ド
ン
放
浪

記
』
や
『
ウ
ィ
ガ
ン
波
止
場
へ
の
道
』
を
書
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。

　『
パ
リ
・
ロ
ン
ド
ン
放
浪
記
』
も
た
い
そ
う
面
白
く
、
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
と
し
て
非
常
に
優
れ
た
作
品
だ
し
、

彼
の
『
一
九
八
四
年
』
と
併
読
さ
れ
る
べ
き
一
冊
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
、『
ど
ん
底
の
人
び
と
』
の
ほ
う
が

わ
た
し
に
と
っ
て
特
別
な
の
は
、
こ
の
本
は
果
敢
に
も
ル
ポ
以
上
の
領
域
に
突
っ
込
ん
で
行
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　
純
粋
な
ル
ポ
の
部
分
も
十
分
に
秀
逸
だ
し
、
当
時
の
労
働
者
階
級
の
貧
困
の
現
実
を
伝
え
る
貴
重
な
記
録
だ
。
胸

打
た
れ
る
の
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ン
ド
ン
が
米
国
の
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
出
身
の
青
年
と
し
て
英
国
の
貧
民
街
に
飛
び
込

み
、
そ
こ
で
目
に
し
た
も
の
へ
の
衝
撃
と
恐
怖
感
、
嫌
悪
感
ま
で
を
は
っ
き
り
と
書
き
残
し
て
い
る
こ
と
だ
。
い
わ

ゆ
る
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
よ
う
な
中
立
性
を
持
た
ず
、
調
査
で
は
な
く
体
験
と
し
て
書
い
て
い
る
の
で
、
当
時

の
ミ
ド
ル
ク
ラ
ス
と
底
辺
階
級
の
生
活
水
準
や
意
識
の
絶
望
的
な
格
差
が
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
。

　
だ
が
、
こ
の
作
品
が
ル
ポ
を
超
え
た
も
の
に
な
る
の
は
最
終
章
に
向
か
っ
て
だ
ん
だ
ん
著
者
の
視
点
が
ず
れ
て
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い
く
部
分
だ
。
こ
こ
で
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ン
ド
ン
は
、「
ス
ト
リ
ー
ト
の
日
常
」
と
い
う
ミ
ク
ロ
か
ら
、
自
分
が
見

た
も
の
が
ど
う
英
国
全
体
の
、
そ
し
て
世
界
の
政
治
・
社
会
状
況
と
繫
が
っ
て
い
る
の
か
、
ロ
ン
ド
ン
の
貧
民
街

で
の
自
分
の
経
験
は
け
っ
し
て
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
社
会
と
い
う
巨
大
な
全
体
の
一
部
な
の
だ
と
い
う
マ

ク
ロ
の
視
点
で
語
り
始
め
る
。
し
か
も
そ
れ
が
、
お
そ
ら
く
最
初
か
ら
作
品
の
構
成
と
し
て
考
案
さ
れ
て
い
た
わ

け
で
は
な
く
、
単
な
る
潜
入
ル
ポ
と
し
て
書
き
始
め
た
の
に
、
凄
ま
じ
い
現
実
を
体
験
す
る
に
つ
れ
て
激
し
い
憤

り
を
感
じ
、
そ
れ
が
押
さ
え
ら
れ
な
く
な
っ
て
「
マ
ク
ロ
に
向
か
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
」
と
読
み
手
に
思
わ

せ
る
力
を
も
っ
て
迫
っ
て
く
る
の
だ
。

　
こ
の
点
が
、『
パ
リ
・
ロ
ン
ド
ン
放
浪
記
』
よ
り
も
『
ど
ん
底
の
人
び
と
』
の
ほ
う
が
特
別
な
位
置
づ
け
に

な
っ
て
い
る
理
由
だ
。
確
か
に
ミ
ク
ロ
の
視
線
を
貫
い
た
前
者
に
比
べ
る
と
後
者
は
バ
ラ
ン
ス
が
悪
い
し
、
ど

こ
か
不
格
好
だ
。
し
か
し
、
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
の
両
方
を
や
ろ
う
と
し
た（
お
そ
ら
く
は
、
や
ら
ず
に
い
ら
れ
な
く

な
っ
た
）『
ど
ん
底
の
人
び
と
』
は
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
新
た
な
地
平
を
開
き
に
行
っ
た
別
格
の
作
品
な
の
で
あ
る
。

　『
ど
ん
底
の
人
び
と
』
は
単
に
読
者
に
情
報
や
知
識
を
提
供
す
る
本
で
は
な
い
。
こ
れ
は
頭
で
は
な
く
、「
腹
に
来

る
本
」
だ
。
例
え
ば
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ン
ド
ン
が
百
年
前
の
労
働
者
た
ち
を
見
て
書
い
た
次
の
よ
う
な
文
章
は
、
格

差
と
貧
困
の
時
代
と
呼
ば
れ
る
い
ま
こ
そ
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
考
察
は
少
し
も
古
び
て
い
な
い
。

　「
倹
約
せ
よ
」、
と
い
う
の
は
労
働
者
が
賃
金
以
下
の
支
出
を
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
賃
金
以
下
で
食
べ
て

ゆ
く
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
は
生
活
水
準
の
低
下
に
等
し
い
。
仕
事
を
求
め
て
必
死
に
競
っ
て
い
る
場
合
、
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生
活
水
準
を
落
と
し
て
い
る
者
の
方
が
上
の
水
準
の
者
よ
り
有
利
に
な
る
。
そ
う
い
う
倹
約
し
て
い
る
労
働

者
が
人
が
余
り
気
味
の
工
場
に
わ
ず
か
で
も
い
れ
ば
、
そ
の
工
場
の
賃
金
は
下
が
る
一
方
に
な
る
。

　
こ
う
し
た
指
摘
は
デ
フ
レ
に
苦
し
ん
で
き
た
現
代
の
日
本
の
人
々
の
腹
に
も
来
る
は
ず
だ
。

　
最
終
章
の
冒
頭
で
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
ロ
ン
ド
ン
は
、「
社
会
的
な
ど
ん
底
を
な
る
べ
く
広
い
視
野
か
ら
考
え
、『
文

明
』
に
対
し
て
い
く
つ
か
の
質
問
を
浴
び
せ
る
」
と
宣
言
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
質
問
の
一
つ
は
「
果
た
し
て
文

明
は
人
間
の
生
活
を
向
上
さ
せ
た
か
？
」
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。
こ
こ
で
の
「
人
間
」
と
は
あ
く
ま
で
も
「
普
通

の
人
」
で
あ
り
、
ゆ
え
に
彼
の
問
い
は
「
果
た
し
て
文
明
は
普
通
の
人
の
生
活
を
向
上
さ
せ
た
か
？
」
と
い
う
こ

と
な
の
だ
と
。

　
逆
に
言
え
ば
、
貧
困
と
い
う
ミ
ク
ロ
な
状
況
を
調
査
す
る
者
は
、
そ
の
現
実
に
憤
る
な
ら
、
文
明
の
「
末
端
」

に
い
る
者
た
ち
を
苦
し
め
て
い
る
文
明
の
「
シ
ス
テ
ム
」
を
疑
う
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
結
論
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
普
通
の
人
々
の
生
活
を
よ
り
良
い
も
の
に
で
き
な
け
れ
ば
、
研
究
や
報
告
に
何
の
意

味
が
あ
る
の
か
と
ブ
チ
切
れ
て
い
る
の
だ
。

　
こ
の
熱
さ
が
『
ど
ん
底
の
人
び
と
』
を
ソ
ウ
ル
フ
ル
な
書
物
に
し
て
い
る
も
の
の
正
体
だ
。

　
人
文
書
と
は
そ
ん
な
暑
苦
し
い
も
の
で
は
な
い
、
と
言
わ
れ
た
ら
そ
れ
ま
で
だ
が
、
こ
の
作
品
は
オ
ー
ウ
ェ
ル

だ
け
で
な
く
、
後
世
の
多
く
の
学
者
や
作
家
に
読
ま
れ
、
影
響
を
与
え
て
き
た
の
だ
か
ら
、
や
は
り
何
か
特
別
な

力
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
学
問
や
理
論
に
つ
い
て
書
い
た
書
物
が
、
こ
の
熱
い
力
と
相
反
す
る
も
の
で
あ
る
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必
要
は
な
い
と
わ
た
し
は
思
う
の
だ
。

　
ソ
ウ
ル
フ
ル
な
人
文
書
。

　
わ
た
し
が
読
み
た
い
の
は
そ
う
い
う
本
だ
。
そ
し
て（
拙
著
が
今
後
も
人
文
書
に
分
類
さ
れ
続
け
る
の
で
あ
れ
ば
）

書
き
た
い
と
切
望
す
る
の
も
そ
う
い
う
本
な
の
で
あ
る
。

お薦めの 5冊
『どん底の人びと―ロンドン1902』
ジャック・ロンドン著、行方昭夫訳、岩波書
店、1995年、品切れ

『パリ・ロンドン放浪記』
ジョージ・オーウェル著、小野寺健訳、岩波書
店、1989年、780円

『ハマータウンの野郎ども―学校への反抗・労
働への順応』
ポール・ウィリス著、熊沢誠・山田潤訳、ち
くま学芸文庫、1996年、1450円

『街の人生』
岸政彦、勁草書房、2014年、2000円

『われらの子ども―米国における機会格差の拡大』
ロバート・D・パットナム著、柴内康文訳、創
元社、2017年、3700円

英国・ブライトン在住の保育士・ライター・
コラムニスト。著書に『ヨーロッパ・コーリ
ング』（岩波書店）、『THIS IS JAPAN』（太田出
版）、『子どもたちの階級闘争』（みすず書房）、
『労働者階級の反乱』（光文社新書）などがある。

ブレイディ みかこ
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学
生
時
代
に
読
ん
だ
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
『
テ
ス
ト
氏
』
が
震
撼
と
さ
せ
た
。
何
が
震
撼
と
さ
せ
た
か
と
い
う
と
、

ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
雷
鳴
の
夜
に
脳
髄
に
一
撃
を
食
ら
っ
た
こ
と
が
直
接
に
伝
播
し
た
の
で
あ
る
。
読
書
と
い
う
も
の

は
、
中
身
を
咀
嚼
す
る
こ
と
で
読
み
手
の
何
か
が
充
実
す
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
著
者
が
遭
遇
し
た
知
的
体
験
の

い
き
さ
つ
が
そ
の
ま
ま
伝
わ
っ
て
く
る
と
き
に
も
、
大
い
に
起
動
す
る
。
と
く
に
著
者
が
当
初
の
探
究
軌
道
か
ら

逸
れ
て
、
そ
こ
か
ら
何
か
が
零
れ
て
く
る
と
き
、
そ
の
零
れ
方
が
読
み
手
に
も
伝
わ
っ
て
く
る
と
、
読
書
は
俄
然

い
き
い
き
し
た
も
の
に
な
る
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
と
き
は
そ
う
い
う
こ
と
が
お
こ
っ
た
。

　
ど
ん
な
と
き
に
そ
の
本
を
読
ん
だ
か
と
い
う
こ
と
も
、
大
い
に
関
係
が
あ
る
。
新
宿
で
土
方
巽
の
舞
踏
を
見
た

直
後
に
読
み
始
め
た
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
パ
サ
ー
ジ
ュ
論
』
に
は
ビ
リ
ビ
リ
き
た
が
、『
ブ
レ
ー
ド
ラ
ン
ナ
ー
』
を

見
た
ら
、
そ
の
と
き
ち
ょ
う
ど
読
み
さ
し
だ
っ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
物
質
と
記
憶
』
が
色
褪
せ
て
き
た
。
こ
う
い

う
こ
と
は
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
あ
る
。
失
恋
を
し
た
か
邪
神
に
憧
れ
た
前
後
な
ら
、
ヘ
ッ
セ
の
『
デ
ミ
ア
ン
』
や
梶
井

の
『
K
の
昇
天
』
は
ど
ん
ぴ
し
ゃ
な
の
だ
。

　
だ
い
た
い
読
書
は
野
球
で
い
う
な
ら
打
率
三
割
で
当
た
れ
ば
い
い
と
こ
ろ
、
ピ
ッ
チ
ャ
ー
で
あ
る
著
者
の
ク
セ

球
が
打
て
な
か
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
し
ょ
げ
る
必
要
が
な
い
し
、
ポ
ン
ポ
ン
当
た
れ
ば
そ
れ
は
そ
の
著
者
が
ヘ

「
ほ
ん
と
」
と
「
つ
も
り
」
の
あ
い
だ 

松
岡

　

正
剛
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ボ
だ
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
読
書
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
蹈た

た
ら鞴

を
踏
む
た
め
に
あ
る
の
だ
し
、
世
界
に
対
す
る

逡
巡
が
い
と
お
し
く
な
る
た
め
に
あ
る
。
い
つ
も
得
点
を
あ
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
さ
も
し
い
。
迷
っ

て
ナ
ン
ボ
、
ひ
ら
め
い
て
ナ
ン
ボ
、
空
振
り
三
振
し
て
ナ
ン
ボ
な
の
で
あ
る
。

　
学
問
だ
っ
て
、
そ
う
い
う
も
の
だ
。
知
と
い
う
も
の
は
学
問
的
な
道
筋
を
コ
ン
シ
ス
テ
ン
ト
に
つ
な
げ
た
か
ら

と
い
っ
て
、
そ
の
コ
ー
ス
の
通
り
に
興
奮
で
き
る
よ
う
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
知
の
発
動
は
幼
児
期
の
好
奇
心
に

始
ま
っ
て
い
る
の
だ
し
、
自
分
を
触
発
し
て
く
れ
た
先
達
や
書
物
や
事
件
や
道
端
の
野
花
に
よ
っ
て
右
往
左
往
す

る
も
の
だ
。
そ
の
右
往
左
往
す
る
プ
ロ
セ
ス
の
多
様
性
や
多
重
性
の
中
で
感
知
さ
れ
、
抱
握
さ
れ
て
い
く
も
の
が
、

愉
快
な
知
と
い
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
二
〇
一
五
年
六
月
八
日
の
文
科
省
に
よ
る
「
国
立
大
学
法
人
等
の
組
織
及
び
業
務
全
般
の
見
直
し
に
つ
い
て
」

と
い
う
通
達
に
は
呆
れ
た
。
教
員
養
成
系
と
人
文
社
会
科
学
系
の
学
部
や
大
学
院
を
縮
小
す
る
か
整
理
し
な
さ
い

と
い
う
の
だ
。
日
本
に
は
一
度
は
六
〇
年
代
後
半
に
、
二
度
目
は
バ
ブ
ル
期
前
後
の
頃
に
、
い
ち
じ
る
し
い
教
員

軽
視
と
人
文
軽
視
の
傾
向
が
強
く
な
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
こ
れ
は
い
よ
い
よ
も
っ
て
の
末
期
症
状
だ
。

　
反
知
性
主
義
の
蔓
延
が
こ
こ
こ
ま
で
き
た
の
か
、
教
養
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
と
こ
と
ん
忘
れ
ら
れ
た
の
か
、

理
科
合
理
主
義
で
人
が
つ
く
れ
る
と
思
っ
て
い
る
の
か
、
原
因
は
い
ろ
い
ろ
だ
ろ
う
が
、
情
け
な
い
。

　
も
っ
と
も
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
領
域
が
学
問
世
界
や
知
識
世
界
を
い
ま
だ
に
自
然
科
学
と
か
人
文
科
学
と
か
、
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哲
学
と
か
物
理
学
と
か
心
理
学
と
か
と
分
け
て
い
る
の
も
、
も
は
や
何
の
力
も
も
っ
て
い
な
い
し
、
そ
ん
な
旧
来

の
分
野
に
律
儀
に
か
か
わ
る
の
も
億
劫
だ
と
思
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
本
読
み
が
半
ば
仕
事
に
な
っ
て
い
る
私
か

ら
す
る
と
、
た
い
て
い
の
興
味
深
い
本
は
天
文
書
で
あ
っ
て
か
つ
人
文
書
で
あ
り
、
ま
た
地
文
書
で
あ
っ
て
知
文

書
で
、
か
つ
ま
た
世
文
書
で
あ
っ
て
芸
文
書
な
の
だ
。
私
が
二
十
代
に
熱
中
し
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
ホ
ー
キ
ン

グ
ま
で
、
寺
田
寅
彦
か
ら
カ
イ
ヨ
ワ
や
湯
川
秀
樹
ま
で
、
鈴
木
大
拙
か
ら
ポ
ア
ン
カ
レ
や
フ
ー
コ
ー
ま
で
、
み
ん

な
、
そ
う
い
う
天
・
地
・
人
・
知
・
世
・
芸
を
ま
た
い
だ
も
の
だ
っ
た
。
な
ぜ
、
そ
う
な
の
か
。
知
の
興
奮
は
そ

も
そ
も
コ
ン
シ
ス
テ
ン
ト
に
は
や
っ
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
文
科
省
だ
け
で
は
な
く
、
大
学
や
入
試
問
題
や
中
等
教
育
も
お
か
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
既
存
の
学
知

を
タ
テ
に
割
っ
た
ま
ま
、
そ
の
分
割
さ
れ
た
領
分
の
コ
ン
シ
ス
テ
ン
シ
ー
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
て
き
た
。

　
二
年
前
、
頼
ま
れ
て
東
大
阪
の
近
畿
大
学
に
「
ビ
ブ
リ
オ
シ
ア
タ
ー
」
と
い
う
図
書
館
を
つ
く
っ
た
。
一
階
は

「
N
O
A
H
33
」
と
名
付
け
て
図
書
分
類
を
ま
っ
た
く
無
視
し
た
33
の
本
棚
フ
ェ
イ
ス
に
よ
る
本
を
並
べ
た
。「
大

地
と
海
が
生
き
て
い
る
」「
脳
と
心
と
体
の
関
係
」「
国
と
人
を
守
る
し
く
み
」「
売
り
ま
す
・
買
い
ま
す
・
起
こ
し

ま
す
」「
神
々
と
仏
の
教
え
」「
注
目
す
べ
き
個
性
た
ち
」
と
い
っ
た
33
フ
ェ
イ
ス
だ
。
二
階
は
「
ど
ん
で
ん
」
と

銘
打
っ
て
マ
ン
ガ
本
と
新
書
を
く
っ
つ
け
て
36
フ
ェ
イ
ス
に
組
み
立
て
た
。「
異
形
と
の
出
会
い
」「
文
化
部
が
教

え
て
く
れ
る
こ
と
」「
革
命
ご
っ
こ
と
戦
争
ゲ
ー
ム
」「
裁
判
長
に
も
の
申
す
」「
ホ
ラ
ー
に
は
ま
り
た
い
」「
ど
つ
い

た
る
ね
ん
」
な
ど
と
し
た
。
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こ
れ
ら
は
タ
テ
の
分
類
で
も
ヨ
コ
の
分
類
で
も
な
い
。
学
生
が
本
を
手
に
と
る
た
め
の
動
機
と
本
が
も
つ
力
と

を
タ
テ
・
ヨ
コ
・
ナ
ナ
メ
に
組
み
合
わ
せ
た
。
来
館
者
数
は
開
館
八
カ
月
で
一
〇
〇
万
人
を
突
破
し
た
。

　
本
は
着
脱
す
る
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
図
書
館
や
書
店
に
は
フ
ォ
ー
マ
ル
ス
ー
ツ
も
ス
カ
ー
ト
も
あ
る
し
、
下

着
の
よ
う
な
本
や
T
シ
ャ
ツ
の
よ
う
な
本
も
あ
る
。
革
靴
も
ス
ニ
ー
カ
ー
も
サ
ン
ダ
ル
も
あ
る
。

　
読
書
す
る
と
は
、
こ
れ
ら
を
好
き
に
着
脱
す
る
こ
と
だ
。
着
よ
う
と
し
て
ば
か
り
で
は
よ
ろ
し
く
な
い
。
脱
ぐ

こ
と
も
着
替
え
る
こ
と
も
大
事
だ
。
下
着
本
は
は
や
め
に
取
り
替
え
た
ほ
う
が
い
い
し
、
靴
と
靴
下
は
合
わ
せ
た

ほ
う
が
う
ま
く
い
く
。
私
は
た
い
て
い
数
冊
ず
つ
を
選
ん
で
そ
の
日
や
そ
の
一
週
間
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を

た
の
し
む
。

　
し
か
し
、
本
は
あ
ま
り
に
も
大
量
に
あ
る
。
こ
れ
を
見
分
け
る
の
が
ふ
つ
う
は
嫌
に
な
る
。
ど
こ
で
見
分
け
る

か
。
本
の
タ
イ
ト
ル
、
著
者
、
ブ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン
、
帯
の
惹
句
、
版
元
そ
の
他
も
ろ
も
ろ
が
目
印
に
な
る
が
、
私

は
目
次
を
見
る
こ
と
を
勧
め
て
い
る
。
ど
ん
な
本
も
編
集
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
だ
が
、
著
者
の
意
図
と
編
集
の

感
覚
が
掛
け
合
わ
さ
っ
て
レ
シ
ピ
状
に
な
っ
て
い
る
の
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
目
次
な
の
で
あ
る
。
た
い
て
い
力

が
注
が
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
目
を
つ
け
な
い
手
は
な
い
。
書
店
で
本
を
手
に
し
た
ら
、
ま
ず
も
っ
て
目
次
を
見
る

と
い
い
。
せ
い
ぜ
い
一
分
か
三
分
で
す
む
。

　
も
う
ひ
と
つ
、
ぜ
ひ
と
も
言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
学
問
や
読
書
に
は
「
真
理
」
や
「
真
実
」
を
見
せ
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て
く
れ
る
保
証
な
ど
、
必
ず
し
も
ち
ゃ
ん
と
備
わ
っ
て
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
う
い
う
探
索
が
成
就
さ
れ

て
い
る
も
の
は
あ
る
け
れ
ど
、
も
っ
と
自
在
に
な
っ
た
り
一
人
よ
が
り
に
な
っ
て
い
る
ほ
う
が
多
い
。
私
は
最
近

『
擬

も
ど
き』（

春
秋
社
）と
い
う
本
を
書
い
た
け
れ
ど
、
そ
こ
で
い
ち
ば
ん
強
調
し
た
こ
と
は
、
ど
ん
な
に
す
ぐ
れ
た
知
も

体
系
も
「
ほ
ん
と
」
と
「
つ
も
り
」
の
区
別
は
つ
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
、
世
界
も
自
分
も
「
ち
ぐ
」（
鎮

具
）と
「
は
ぐ
」（
破
具
）の
あ
い
だ
に
い
る
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。

　
と
く
に
人
文
書
は
「
ほ
ん
と
」
と
「
つ
も
り
」
を
頻
繁
に
往
来
す
る
。
そ
も
そ
も
、
歴
史
が
「
つ
も
り
」
の
歴

史
で
あ
っ
た
の
か
「
ほ
ん
と
」
の
歴
史
で
あ
っ
た
の
か
、
な
か
な
か
区
別
は
で
き
な
い
。
カ
エ
サ
ル
も
義
満
も
、

ワ
ッ
ト･

タ
イ
ラ
ー
の
乱
も
フ
ラ
ン
ス
革
命
も
、
王
仁
三
郎
も
西
部
邁
も
、「
つ
も
り
」
の
ほ
う
が
多
か
っ
た
。
そ

の
ど
ち
ら
か
を
見
極
め
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
人
文
読
書
は
「
ほ
ん
と
」
と
「
つ
も
り
」
の
あ
い
だ
で
好
き

に
遊
ん
で
み
る
こ
と
だ
。
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お薦めの 5冊
『確実性の終焉―時間と量子論、二つのパラドクスの解決』
イリヤ・プリゴジン著、安孫子誠也・谷口佳津宏訳、みすず書房、
1997年、4300円

『全体性と内蔵秩序』
デヴィッド・ボーム著、上忠・伊藤笏康・佐野正博訳、青土社、
2005年、2800円

『考える／分類する―日常生活の社会学』
ジョルジュ・ペレック著、阪上脩訳、法政大学出版局、2000年、
2000円

『合理的な愚か者―経済学＝倫理学的探究』
アマルティア・セン著、大庭健・川本隆史訳、勁草書房、1989年、
3000円

『禅への鍵〈新装版〉』
ティック・ナット・ハン著、藤田一照訳、春秋社、2011年、2000円

松岡 正剛　（まつおか せいごう）
1944年生まれ。編集者、著述家、日本
文化研究者。編集工学を提唱。京都市出
身。東京大学客員教授、帝塚山学院大学
教授を歴任。現在、株式会社松岡正剛事
務所代表取締役、編集工学研究所所長、
イシス編集学校校長。主著に『17歳の
ための世界と日本の見方―セイゴオ先
生の人間文化講義』（2006年）、『連塾 方
法日本』（全3巻、Ⅰ 2008年、Ⅱ 2009年、
Ⅲ 2011年）、共著に『意身伝心―コ
トバとカラダのお作法』（2013年）、『匠
の流儀―経済と技能のあいだ』（2015
年、いずれも春秋社）ほか多数。
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あ
る
日
、
群
馬
県
の
高
崎
市
で
タ
ク
シ
ー
に
乗
っ
た
。
行
先
は
、
歌
人
で
万
葉
学
者
で
も
あ
っ
た
土
屋
文
明

の
名
前
を
冠
す
る
文
学
館（
県
立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
）で
、
駅
か
ら
車
で
も
三
十
分
ほ
ど
か
か
る
場
所
だ
っ
た
。

運
転
手
は
、
私
に
姉
が
い
た
ら
と
い
う
ほ
ど
の
年
齢
の
女
性
で
、
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
何
を
し
に
い
く
の
か
と
い
う
。

　
目
的
は
、
群
馬
県
に
生
ま
れ
た
詩
人
大
手
拓
次（
一
八
八
七
〜
一
九
三
四
）
の
展
覧
会
だ
っ
た
。
こ
の
詩
人
は
、

北
原
白
秋
、
萩
原
朔
太
郎
と
同
時
代
人
で
、
彼
ら
に
も
詩
人
と
し
て
の
力
量
を
高
く
認
め
ら
れ
、
多
く
の
詩
を
書

い
た
が
、
生
前
は
詩
集
を
出
さ
ず
に
亡
く
な
っ
た
。
没
後
二
年
、
遺
稿
集
『
藍
色
の
蟇ひ

き

』
が
刊
行
さ
れ
た
。

　
大
手
拓
次
は
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る
詩
人
で
は
な
い
。
し
か
し
、
近
代
日
本
を
代
表
す
る
詩
人
で
あ
る
。
表
現

者
と
し
て
秀
で
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
詩
学
、
す
な
わ
ち
詩
の
生
成
と
発
展
の
こ
と
わ
り
を
語
り
得
る
稀
有
な
人

物
の
一
人
だ
っ
た
。「
し
な
び
た
船
」
と
題
す
る
作
品
に
は
、
深
甚
な
る
悲
願
が
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
。

海
が
あ
る
、

お
前
の
手
の
ひ
ら
の
海
が
あ
る
。

苺い
ち
ごの

実
の
汁
を
吸
ひ
な
が
ら
、

詩
と
出
会
う 

若
松

　

英
輔
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わ
た
し
は
よ
ろ
け
る
。

わ
た
し
は
お
前
の
手
の
な
か
へ
卷
き
こ
ま
れ
る
。

偪ひ
っ
そ
く塞

し
た
息
は
お
腹な

か

の
上
へ
墓

は
か
じ
る
し

標
を
た
て
よ
う
と
す
る
。

灰
色
の
謀
叛
よ
、
お
前
の
魂
を
火ほ

皿ざ
ら

の
心 し

んに
さ
さ
げ
て
、

清
浄
に
、
安
ら
か
に
伝
道
の
た
め
に
死
な
う
で
は
な
い
か
。（『
大
手
拓
次
詩
集
』）

　
こ
の
詩
人
に
と
っ
て
詩
作
と
は
、
人
々
の
心
の
奥
に
詩
情
を
届
け
る
「
伝
道
」
だ
っ
た
。
彼
は
ボ
ー
ド
レ
ー
ル

を
愛
し
、
キ
リ
ス
ト
教
、
こ
と
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
霊
性
を
深
く
理
解
し
て
い
た
が
、
彼
の
詩
情
の
ほ
と
ば
し
り
は

そ
こ
に
収
ま
ら
な
い
。
宗
教
と
い
う
地
平
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
人
と
人
、
人
と
世
界
を
和
解
さ
せ
る
は
た
ら
き
を

持
つ
も
の
だ
っ
た
。
次
の
詩
に
は
、
ど
こ
ま
で
も
民
衆
の
心
に
寄
り
添
い
た
い
と
い
う
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
の

先
駆
者
の
面
影
を
か
い
ま
見
る
よ
う
な
心
地
が
す
る
。

一
人
の
生
き
る
た
め
に
、

万
人
の
生
き
る
た
め
に
、

民
衆
の
う
へ
に
み
ど
り
の
火
を
か
ざ
せ
。
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一
人
の
死
を
と
む
ら
ふ
た
め
に
、

万
人
の
死
を
と
む
ら
ふ
た
め
に
、

民
衆
の
う
へ
に
青
銅
の
鉦か

ね

を
な
ら
せ
。

　
詩
人
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
か
ら
自
由
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
と
共
振
で
き
る
空
間

を
己
れ
の
内
界
に
蔵
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
衆
を
本
当
の
意
味
で
救
う
の
は
、
パ
ン
で
は
な
い
。
魂
を

浄
め
る
「
み
ど
り
の
火
」
が
い
る
。
死
者
と
な
っ
た
個
々
の
民
衆
に
慰
め
を
送
る
た
め
に
必
要
な
の
は
儀
礼
だ
け

で
は
な
い
。
切
な
る
祈
り
に
よ
っ
て
鳴
ら
さ
れ
る
「
青
銅
の
鉦
」
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
運
転
手
の
女
性
は
、
大
手
拓
次
の
名
前
を
聞
い
た
こ
と
が
な
い
と
言
い
、
地
元
に
そ
ん
な
人
が
い
る
と
は
何
か

誇
ら
し
い
感
じ
も
す
る
と
も
語
っ
た
。
し
か
し
、
す
ぐ
あ
と
で
彼
女
は
、
胸
に
つ
か
え
て
い
た
何
か
を
吐
き
だ
す

よ
う
に
こ
う
話
し
始
め
た
。

　「
私
は
、
詩
が
嫌
い
。
だ
っ
て
詩
と
い
う
の
は
、
自
由
に
読
ん
じ
ゃ
い
け
な
い
ん
で
し
ょ
？
」

　
語
調
は
、
客
と
運
転
手
で
交
さ
れ
る
も
の
よ
り
も
、
も
っ
と
砕
け
た
も
の
だ
っ
た
。
話
し
ぶ
り
か
ら
詩
を
め

ぐ
っ
て
、
あ
る
種
の
恨
み
に
似
た
思
い
出
が
あ
る
の
は
す
ぐ
に
分
か
っ
た
。

　
小
学
生
の
と
き
彼
女
は
、
授
業
で
あ
る
詩
を
読
ん
で
、
強
く
動
か
さ
れ
る
。
そ
れ
ま
で
に
な
い
種
類
の
感
動
で
、

そ
の
喜
び
は
今
も
鮮
烈
に
よ
み
が
え
っ
て
く
る
と
い
う
ほ
ど
だ
っ
た
。
授
業
中
に
、
た
ま
た
ま
教
師
か
ら
感
想
を



61 若松英輔　　詩と出会う

聞
か
れ
、
湧
き
上
が
る
お
も
い
を
制
御
で
き
な
い
ま
ま
語
る
。
す
る
と
言
下
に
、
そ
れ
は
間
違
っ
て
い
る
、
と
断

定
さ
れ
た
。
そ
れ
以
来
、
詩
も
国
語
も
嫌
い
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
詩
と
は
そ
も
そ
も
、
言
葉
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
を
、
言
葉
で
示
そ
う
と
す
る
営
み
だ
か
ら
、
そ
の
感
想
を

口
頭
で
言
わ
せ
よ
う
と
す
る
行
為
に
は
、
根
本
的
矛
盾
が
あ
る
。
さ
ら
に
教
師
は
、
女
性
が
語
っ
た
こ
と
に
気
を

取
ら
れ
、
彼
女
が
詩
に
感
動
し
、
言
葉
に
な
ら
な
い
お
も
い
と
共
に
あ
る
こ
と
を
完
全
に
見
過
ご
し
て
い
る
。

　「
そ
れ
は
本
当
に
大
変
な
思
い
を
さ
れ
ま
し
た
ね
。
し
か
し
詩
は
、
文
学
の
な
か
で
も
っ
と
も
自
由
に
読
ん
で

い
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
と
に
詩
の
場
合
、
正
し
い
読
み
方
、
と
い
う
の
は
存
在
し
得
な
い
と
思
い
ま
す
」

と
言
う
と
、
こ
の
女
性
は
、
少
し
驚
い
た
様
子
で
、
さ
ら
に
小
学
生
の
頃
の
感
動
を
い
き
い
き
と
語
り
始
め
た
。

　
し
ば
ら
く
し
て
目
的
地
に
着
い
た
。

　「
お
帰
り
は
ど
う
な
さ
る
の
で
す
か
」
と
彼
女
が
言
う
。

　「
ま
た
、
タ
ク
シ
ー
を
呼
び
ま
す
」
と
応
え
る
と
、
メ
ー
タ
を
止
め
る
か
ら
待
っ
て
い
て
も
よ
い
か
と
言
う
。

も
う
少
し
話
し
た
い
こ
と
が
あ
る
、
と
彼
女
は
言
葉
を
添
え
た
。

　
展
覧
会
を
見
終
え
て
戻
っ
て
く
る
と
、
こ
の
女
性
は
、
今
ま
で
胸
に
し
ま
っ
て
お
い
た
こ
と
を
告
白
す
る
よ
う

に
こ
う
語
り
始
め
た
。

　「
小
学
校
の
と
き
に
先
生
に
違
う
、
っ
て
言
わ
れ
て
、
詩
も
国
語
も
嫌
い
に
な
っ
て
、
つ
い
で
に
勉
強
も
あ
ま

り
好
き
じ
ゃ
な
く
な
っ
た
ん
で
す
。
で
も
、
わ
た
し
、
じ
つ
は
文
章
を
書
く
の
が
好
き
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
書
い
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て
い
る
う
ち
に
、
自
分
が
書
い
て
い
る
の
は
も
し
か
し
て
、
詩
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
」

　
タ
ク
シ
ー
運
転
手
に
な
る
以
前
、
こ
の
女
性
は
長
く
幼
稚
園
で
仕
事
を
し
て
き
た
と
い
う
。
そ
こ
で
短
く
な
い

期
間
を
過
ご
し
た
が
、
知
り
得
る
範
囲
で
す
べ
て
の
卒
園
者
に
年
賀
状
を
送
り
続
け
て
い
る
。
次
第
に
少
な
く

な
っ
て
い
く
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
四
百
枚
ほ
ど
に
な
る
。
一
枚
一
枚
、
手
書
き
で
、
年
賀
葉
書
の
発
売
開
始
の
時

期
か
ら
始
め
て
、
お
よ
そ
ひ
と
月
を
費
や
し
て
完
成
さ
せ
る
。
一
回
だ
け
、
住
所
は
手
書
き
だ
が
、
文
章
は
印
刷

に
し
て
み
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
ま
っ
た
く
別
な
も
の
に
な
り
、
す
ぐ
に
手
書
き
に
戻
し
た
。
書
い
て
い
る
時
間

が
も
っ
と
も
充
実
し
て
い
た
の
に
、
そ
こ
を
短
く
し
て
楽
を
し
て
み
た
が
、
何
も
い
い
こ
と
は
な
か
っ
た
、
む
し

ろ
、
虚
し
さ
を
手
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
語
っ
た
。

　「
一
つ
一
つ
、
絵
と
文
章
を
書
い
て
い
る
と
、
何
か
祈
る
よ
う
な
気
持
ち
に
な
る
ん
で
す
。
そ
う
し
た
気
持
ち

で
書
い
て
い
る
と
、
ふ
と
、
思
い
も
し
な
か
っ
た
美
し
い
言
葉
が
、
ど
こ
か
ら
と
も
な
く
や
っ
て
来
る
ん
で
す
」

　
こ
の
言
葉
を
聞
い
た
と
き
の
何
か
戦
慄
に
す
ら
似
た
感
動
を
忘
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
に
も
隠
れ
た
詩

人
が
い
る
と
思
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
、
文
面
を
見
た
こ
と
な
ど
な
い
。
し
か
し
彼
女
が
無
心
で
、
一
枚
一
枚
に
心
を
込
め
て
書
い
て
い
る

文
章
に
は
、
知
ら
れ
ざ
る
詩
歌
が
眠
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
と
確
信
し
た
。
言
葉
の
深
み
、
哲
学
者
の
井
筒
俊
彦

が
い
う
コ
ト
バ
と
親
し
く
交
わ
っ
た
者
の
み
が
放
つ
こ
と
の
で
き
る
響
き
が
、
彼
女
の
言
葉
に
は
あ
っ
た
。

　「
こ
の
ま
ま
書
き
続
け
て
も
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
じ
つ
は
誰
も
読
ん
で
い
な
い
も
の
を
書
い
て
い
る
ん
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じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
彼
女
は
言
う
。

　
人
は
、
書
い
て
い
る
と
き
に
自
分
で
読
ん
で
い
る
。
書
く
と
は
、
自
分
の
心
の
奥
、
古
人
が
「
魂
」
と
呼
ん
だ

場
所
と
コ
ト
バ
と
の
往
復
運
動
を
体
感
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
他
者
の
た
め
に
書
く
と
い
う
動

機
の
も
と
に
書
き
始
め
、
つ
い
に
は
己
れ
の
心
の
深
み
に
あ
る
も
の
と
出
会
う
の
で
あ
る
。

　
詩
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
で
紡
が
れ
て
い
る
。
詩
は
、
世
に
詩
人
と
呼
ば
れ
る
人
に
よ
っ
て
の
み
生
み
出
さ

れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
先
の
女
性
の
よ
う
に
、
形
式
と
し
て
の
詩
を
め
ぐ
っ
て
複
雑
な
感
情
を
も
っ
た
ま
ま
日
々

の
生
活
を
送
り
つ
つ
、
気
づ
か
ぬ
と
こ
ろ
で
詩
情
と
の
交
わ
り
を
深
め
て
い
る
よ
う
な
人
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、

『
苦
海
浄
土

―
わ
が
水
俣
病
』
を
書
い
た
石
牟
礼
道
子（
一
九
二
七
〜
二
〇
一
八
）の
よ
う
に
、
自
ら
は
詩
人
を
名

乗
ら
な
い
詩
人
も
い
る
。

　
市
井
の
人
が
書
い
た
忘
れ
が
た
い
詩
集
が
あ
る
。『
白
い
木
馬
』
と
題
す
る
一
冊
集
で
、
作
者
は
ブ
ッ
シ
ュ
孝

子（
一
九
四
五
〜
一
九
七
三
）
と
い
う
。
こ
の
人
物
の
名
を
初
め
て
認
識
し
た
の
は
、
神
谷
美
恵
子
の
『
こ
こ
ろ
の

旅
』
で
あ
る
。
神
谷
が
著
し
い
共
感
を
も
っ
て
彼
女
の
詩
を
一
度
な
ら
ず
引
用
し
て
い
る
の
に
出
会
っ
た
。

　
確
か
に
ブ
ッ
シ
ュ
孝
子
の
名
前
を
認
識
し
た
の
は
こ
の
と
き
な
の
だ
が
、
彼
女
の
言
葉
に
ふ
れ
た
の
は
、
そ
れ

よ
り
も
ず
っ
と
以
前
、
ま
だ
二
十
代
の
前
半
に
河
合
隼
雄
の
『
影
の
現
象
学
』
を
手
に
し
た
と
き
だ
っ
た
。
の
ち

に
詩
の
世
界
に
没
入
し
て
い
く
準
備
は
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
彼
女
は
病
の
た
め
二
十
八
歳
で
亡
く
な
る
。
残
さ
れ
た
日
々
に
限
り
が
あ
る
こ
と
を
明
確
に
認
識
し
た
と
き
、
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何
も
の
か
に
促
さ
れ
る
よ
う
に
し
て
ペ
ン
を
執
っ
た
。
実
際
に
詩
を
書
い
た
の
は
、
亡
く
な
る
四
个
月
ほ
ど
前
の

ひ
と
月
ほ
ど
で
し
か
な
い
。
亡
く
な
っ
て
二
年
後
、
遺
稿
が
『
白
い
木
馬
』
の
題
下
で
刊
行
さ
れ
た
。

　
鮮
烈
な
印
象
を
覚
え
た
詩
は
い
く
つ
も
あ
る
の
だ
が
、
な
か
で
も
「
私
に
は
愛
に
つ
い
て
語
る
こ
と
な
ど
は
で

き
な
い
」
は
、
愛
を
め
ぐ
る
原
経
験
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
衝
撃
を
残
し
た
。
今
も
そ
れ
は
生
き
続
け
て

い
る
。
そ
の
言
葉
は
、
愛
を
思
想
と
し
て
論
じ
た
幾
多
の
論
考
よ
り
も
ず
っ
と
精
緻
に
、
ま
た
熱
情
を
伴
っ
て

「
愛
」
の
実
相
を
活
写
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

私
に
は
愛
に
つ
い
て
語
る
こ
と
な
ど
は
で
き
な
い

そ
れ
で
も
時
々

私
を
み
つ
め
る
あ
な
た
の
ひ
と
み
の
中
に

こ
れ
こ
そ

　
愛
と
い
う
も
の
を
み
る
こ
と
が
あ
る

あ
な
た
の
力
強
い
手
の
力
に

こ
れ
こ
そ

　
愛
な
の
だ
と
心
さ
わ
ぐ
こ
と
が
あ
る

　
愛
に
「
つ
い
て
」
語
る
言
葉
は
持
た
な
い
。
し
か
し
、
愛
が
何
で
あ
る
か
は
全
身
で
感
じ
て
い
る
。
愛
「
を
」

た
し
か
に
生
き
て
い
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
静
止
し
た
言
語
で
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
偽
り
に
な
る
と
い
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う
ほ
ど
、
熾
烈
に
躍
動
し
て
い
る
。

　
彼
女
の
詩
は
、
愛
が
何
か
を
語
ら
な
い
。
し
か
し
、
愛
は
、
私
た
ち
の
心
の
深
部
に
も
、
あ
か
あ
か
と
焔
が
燃

え
る
よ
う
に
存
す
る
こ
と
を
静
謐
の
う
ち
に
告
げ
知
ら
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お薦めの 5冊
『こころの旅　神谷美恵子コレクション』
神谷美恵子、みすず書房、2005年、1600円

『意識と本質　一九八〇－一九八一年』
（井筒俊彦全集 第六巻）
井筒俊彦、慶應義塾大学出版会、2014年、6000円

『詩魂』
高銀・石牟礼道子、藤原書店、2015年、1600円

『影の現象学』
河合隼雄、講談社学術文庫、1987年、1080円

『大手拓次詩集』
原子朗編、岩波文庫、1991年、950円

批評家・随筆家。1968年生まれ、慶應義塾大学文学
部仏文科卒業。2007年「越知保夫とその時代―求
道の文学」にて三田文学新人賞、2016年『叡知の詩
学―小林秀雄と井筒俊彦』（慶應義塾大学出版会）に
て西脇順三郎学術賞、2018年『詩集　見えない涙』（亜
紀書房）にて詩歌文学館賞受賞。著書に『イエス伝』
（中央公論新社）、『生きる哲学』（文春新書）、『言葉の
贈り物』『常世の花　石牟礼道子』（亜紀書房）など多数。

若松 英輔　（わかまつ えいすけ）
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会 員 社 紹 介

平和と民主主義、社会進歩に寄与するために

大月書店
◆ 創業：1946年
◆ 主な出版ジャンル：思想・歴史・社会・経済・教育
◆ 代表的な刊行物：『マルクス＝エンゲルス全集』（全53巻）
1959～1991／『従軍慰安婦資料集』吉見義明編集・解説 
1992／『講座 現代日本』(全4巻）渡辺治・後藤道夫編 1996
～97／『茶色の朝』パヴロフ物語・ギャロ絵 2003／『認知
症になった私が伝えたいこと』佐藤雅彦 2014

学術専門書を刊行して70年

御茶の水書房
◆ 創業：1948年
◆ 主な出版ジャンル：哲学・思想・経済学・社会学・歴史学
◆ 代表的な刊行物：『アダム・スミスの倫理学』田中正司 2017／
『フリードリヒ・シュレーゲルの「生の哲学」の諸相』酒田健一 
2017／『庄内稲作の歴史社会学』細谷昂 2016／『中国残留日本人
孤児の研究』浅野慎一・佟岩 2016／『経済原論』菅原陽心 2012
／『留学生派遣から見た近代日中関係史』大里浩秋・孫安石 2009
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時代を超えて読み継がれる本を

紀伊國屋書店
◆ 創業：1927年
◆ 主な出版ジャンル：哲学・思想・歴史・心理・自然科学
◆ 代表的な刊行物：『娘時代』S. ボーヴォワール 1961／『愛
するということ』E. フロム 1991／『利己的な遺伝子（増
補新装版）』R. ドーキンス 2006／『経済は感情で動く』
M. モッテルリーニ 2008／『正義論（改訂版）』J. ロールズ 
2010

知的創造・文明の継承活動の成果を発信

慶應義塾大学出版会
◆ 創業：1947年
◆ 主な出版ジャンル：人文・社会・法律・経済・芸術
◆ 代表的な刊行物：『レポート・論文の書き方入門 第4版』
河野哲也 2018／『井筒俊彦全集』（全12巻＋別巻1） 2013～
2016／『人手不足なのになぜ賃金が上がらないのか』玄田
有史編 2017／『芸術の言語』ネルソン・グッドマンほか 
2017

真理と自由のために

勁草書房
◆ 創業：1948年
◆ 主な出版ジャンル：哲学・社会・教育・法律・経済・政治
◆ 代表的な刊行物：『都市の論理』羽仁五郎 1968／『構造
と力』浅田彰 1983／『女という快楽』上野千鶴子 1986／
『書物としての新約聖書』田川建三 1997／『戦争の論理』
加藤陽子 2005／『なめらかな社会とその敵』鈴木健 2013
／『街の人生』岸政彦 2014
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伝統を基に新しい時代に向かって

春秋社
◆ 創業：1918年
◆ 主な出版ジャンル：宗教・哲学・思想・心理・社会・文
学・芸術

◆ 代表的な刊行物：『中村元選集 決定版』全40巻（別巻含む） 
1988／『それでも人生にイエスと言う』V. E.フランクル 
1993／『17歳のための世界と日本の見方』松岡正剛 2006
／『ピアニストの脳を科学する』古屋晋一 2012

犀のマークでお馴染

晶文社
◆ 創業：1960年
◆ 主な出版ジャンル：思想・社会・文芸・芸術
◆ 代表的な刊行物：『数の悪魔』エンツェンスベルガー 1998
／『考える練習をしよう』マリリン・バーンズ 1985／『た
んぽぽのお酒』ブラッドベリ 1971／『写真論』ソンタグ 
1979／『こわいもの知らずの病理学講義』仲野徹 2018

こころの専門家をめざす人へ

誠信書房
◆ 創業：1955年
◆ 主な出版ジャンル：心理・宗教・福祉
◆ 代表的な刊行物：『新・佛教辞典』中村元監修 1962／『カ
ウンセリングの実際問題』河合隼雄 1970／『カウンセリ
ングの理論』國分康孝 1980／『誠信 心理学辞典』外林
大作ほか編 1981／『影響力の武器』R. B.チャルディーニ 
1991
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新しい価値観の創造

青土社
◆ 創業：1969年
◆ 主な出版ジャンル：哲学・思想・文学・詩・批評・心理・脳科学・科学
◆ 代表的な刊行物：『ユリイカ』1969～／『現代思想』1973～／『夜中に台
所でぼくはきみに話しかけたかった』谷川俊太郎 1975／『ものぐさ精神
分析』岸田秀 1977／『北欧神話物語』キーヴィン・クロスリイ = ホラン
ド 1983／『唯脳論』養老孟司 1989／『免疫の意味論』多田富雄 1993／
『暴力の人類史』（上・下）スティーブン・ピンカー 2015

良書永続

創元社
◆ 創業：1892年
◆ 主な出版ジャンル：心理学・歴史・宗教・ビジネス・芸
術・自然科学・実用

◆ 代表的な刊行物：『人を動かす 全訳』D. カーネギー 1958
／『世界で一番美しい元素図鑑』S. グレイ 2010／「戦後再発
見」双書 2012～／『プロカウンセラーの聞く技術』東山紘久 
1999／『翻訳できない世界のことば』E. F. サンダース 2016

物事の本質をつかむ

筑摩書房
◆ 創業：1940年
◆ 主な出版ジャンル：文芸・社会・人文・サイエンス・実用
◆ 代表的な刊行物：『世界古典文学全集』1964刊行開始／『現
代日本文学大系』1968刊行開始／『思考の整理学』外山滋
比古 1986／『金持ち父さん貧乏父さん』ロバート・キヨ
サキ 2000／『日本近代史』坂野潤治 2012
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学問の普及、学術の振興を図る

東京大学出版会
◆ 創業：1951年
◆ 主な出版ジャンル：人文社会科学、自然科学
◆ 代表的な刊行物：『線型代数入門』齋藤正彦 1966／『統計
学入門』東京大学教養学部統計学教室編 1991／『知の技
法』小林康夫・船曳建夫編 1994／『大人になるためのリ
ベラルアーツ』石井洋二郎・藤垣裕子 2016

これからも社会と向き合う

日本評論社
◆ 創業：1918年
◆ 主な出版ジャンル：法律・経済・心理・医学・数学
◆ 代表的な刊行物：『悪文』岩淵悦太郎編著 1960／『ここ
ろの旅』神谷美恵子 1974／『入門マクロ経済学』中谷巌 
1981／『伊藤真の入門シリーズ』伊藤真 1997／『子育ての
ツボ』水谷修 2010／『マンガでわかる統合失調症』中村
ユキ 2011／『ミクロ経済学の力』神取道宏 2014

質にこだわり続ける出版を

白水社
◆ 創業：1915年
◆ 主な出版ジャンル：哲学・歴史・文学・芸術・語学
◆ 代表的な刊行物：『ライ麦畑でつかまえて』サリンジャー 
1979／『エセー』（全7巻）モンテーニュ 2005～16／『第
二次世界大戦』（全3巻）ビーヴァー 2015／『メルロ＝ポン
ティ哲学者事典』（全3巻＋別巻1）メルロ＝ポンティ 2017
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学びながら働き、働きながら学ぶ人々のために

平凡社
◆ 創業：1914年
◆ 主な出版ジャンル：事典・図鑑・人文・自然科学・芸術
◆ 代表的な刊行物：『大辞典』（全26巻）1934／白川静『字統』
1984『字訓』1987、『字通』1996／『日本歴史地名体系』
（全50巻）1979～2005／『改訂新版 世界大百科事典』（全34
巻）2007／『改訂新版 日本の野生植物』（全5巻）2015～17

《書物による大学》を目指して

法政大学出版局
◆ 創業：1948年
◆ 主な出版ジャンル：哲学・思想・歴史・社会・芸術他
◆ 代表的な刊行物：『ヒロシマ』ジョン・ハーシー 1949 小
局処女出版。史上初の原爆被災記録／『叢書・ウニベルシ
タス』1967～ 刊行1,000点を迎える《書物による大学》シ
リーズ／『ものと人間の文化史』1968～「ものでつづる現
代百科全書」／『新版 古文書学入門』2003

ロングセラーをめざして

みすず書房
◆ 創業：1946年
◆ 主な出版ジャンル：人文科学・社会科学・自然科学・文
学・芸術

◆ 代表的な刊行物：『ロマン・ロラン全集』1947刊行開始／
『夜と霧』V. E.フランクル（霜山徳爾訳）1956／『現代史資
料』1962刊行開始／『磁力と重力の発見』山本義隆 2003
／『21世紀の資本』トマ・ピケティ 2014
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京都の学術出版社

ミネルヴァ書房
◆ 創業：1948年
◆ 主な出版ジャンル：人文・社会科学・福祉・心理・教育
◆ 代表的な刊行物：『わらじ医者京日記』早川一光 1979／
『小室直樹の世界』橋爪大三郎 2013／シリーズ『新しい発
達と障害を考える本』／シリーズ『ミネルヴァ日本評伝
選』／シリーズ『古田武彦・古代史コレクション』

この時代に固有の、生き残るべき価値を創り出す

未來社
◆ 創業：1951年
◆ 主な出版ジャンル：哲学・歴史・社会・文学・芸術
◆ 代表的な刊行物：『夕鶴』木下順二 1951／『現代政治の思
想と行動』丸山眞男 1956／『忘れられた日本人』宮本常一 
1960／『公共性の構造転換』ハーバーマス 1973／『俳優の仕
事』全3冊 スタニスラフスキー 2008／『新版 日本の民話』（全
79冊）2015～17／『加藤尚武著作集』（全15巻）2017～刊行中

魅力ある出版を目指して

吉川弘文館
◆ 創業：1857年
◆ 主な出版ジャンル：日本史・宗教史・考古学・民俗学
◆ 代表的な刊行物：『新訂増補 国史大系』（全66冊）1929～
1964／『国史大辞典』（全17冊）1979～1997／『人物叢書』
1958～刊行中／『歴史文化ライブラリー』1996～刊行中
／『アジア・太平洋戦争辞典』2015／『ここまで変わった
日本史教科書』高橋秀樹・三谷芳幸・村瀬信一 2016



●人文図書目録刊行会発行　A5判・平均200頁　頒価本体（各）286円

人文図書目録のご案内

＊ご注文は書店にお願いいたします。

●人文会 〒113-0033  東京都文京区本郷2-20-7（みすず書房内）
●人文図書目録刊行会 〒162-8710  東京都新宿区東五軒町6-24（トーハンビル内）

TEL　03-3266-9521（事務局）

◆哲学・思想図書総目録2018－2019年版
約2,100点（131社）収載。
〔掲載分野〕哲学・思想一般／倫理学・人生論／美学／
日本の哲学・思想／アジアの哲学・思想／中近東・中
南米・アフリカの哲学・思想／西洋哲学・思想／現代
哲学・思想／宗教一般／宗教学／その他の宗教／哲
学・思想関連雑誌
ISBN 978-4-915268-40-3

◆心理図書総目録2018－2019年版
約2,800点（96社）収載。
〔掲載分野〕心理総論／基礎心理／発達心理／教育心理
／臨床心理／精神分析／精神医学／社会心理／その
他の心理／心理関連雑誌
ISBN 978-4-915268-41-0

◆社会図書総目録2018－2019年版
約2,400点（118社）収載。
〔掲載分野〕社会一般／社会学理論／家族社会／地域社
会／産業労働／福祉・教育／社会心理・マスコミ／社
会問題／文化文明論／文化人類学／民俗学／神話・
民話／社会関連雑誌
ISBN 978-4-915268-42-7




