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〈
悪
の
凡
庸
さ
〉を
問
い
直
す

万
国
の
労
働
者
、団
結
せ
よ
！

マ
ル
ク
ス
と

第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
闘
い

【編著】田野大輔
 小野寺拓也【監訳】結城剛市

【著】 マルチェロ・ムスト

2,640円（税込）【定価】4,840円（税込）【定価】

職
務
に
忠
実
な
だ
け
の
"凡
庸
な
役
人"

、上
か
ら
の
命
令
を
伝
達
す

る
"歯
車"

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
、ア
ー
レ
ン
ト
の

〈
悪
の
凡
庸
さ
〉概
念
。そ
の
妥
当
性
や
意
義
を
め
ぐ
り
、ア
ー
レ
ン
ト

研
究
者
と
ド
イ
ツ
史
研
究
者
が
真
摯
に
語
り
合
う
。

マ
ル
ク
ス
が
主
導
し
た
国
際
労
働
者
協
会（
第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）

の
決
議
文
や
演
説
を
編
纂
・
解
説
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毎
年
話
題
に
な
る
こ
と
だ
が
、
世
界
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
が
発
表

す
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
ギ
ャ
ッ
プ
指
数（
以
下
、
Ｇ
Ｇ
Ｉ
と
略
す
）
に
お
け

る
日
本
の
順
位
は
目
も
当
て
ら
れ
な
い
状
況
で
あ
る
。
ジ
ェ
ン

ダ
ー
平
等
の
達
成
度
を
測
る
こ
の
指
数
に
お
い
て
、
二
〇
二
三
年

六
月
二
一
日
発
表
の
順
位
は
、
一
四
六
ヶ
国
中
一
二
五
位
。
ベ
ベ

か
ら
数
え
た
方
が
早
い
。
ス
コ
ア
自
体
は
僅
か
に
低
下
し
た
だ
け

だ
が
、
前
年
度
の
一
一
六
位
か
ら
順
位
を
下
げ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
社
会
構
築
に
向
け
て
、
日
本
も
そ
れ
な
り
に
努

力
を
し
て
い
る
つ
も
り
な
の
だ
が
、
そ
れ
以
上
に
世
界
は
進
ん
で

い
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
内
閣
府
男
女
共
同
参
画
局
の
Ｈ
Ｐ
に
は
、

「「
教
育
」
と
「
健
康
」
の
値
は
世
界
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
だ
が
、「
政

治
」
と
「
経
済
」
の
値
が
低
い
」
と
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
現
状
を
踏
ま
え
て
、
本
稿
で
は
、
平
安
時
代
を
振
り

返
っ
て
み
た
い
。

　
と
い
う
の
も
、
歴
史
教
育
の
中
で
、
平
安
時
代
は
女
性
が
活
躍

し
た
時
代
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
小
学
校
の
社
会（
歴
史
分
野
）
の
教
科
書
に
は
、
以
下

の
こ
と
が
ら
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
十
二
単
と
い
う
女
性
の
服
装

文
化
が
生
み
出
さ
れ
た
こ
と
。
か
な
文
字
を
使
っ
て
、
女
性
が
多

く
の
文
学
作
品
を
作
っ
た
こ
と
。
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
小
倉
百

人
一
首
に
は
、
平
安
時
代
の
女
性
の
歌
が
た
く
さ
ん
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
こ
と
。
そ
し
て
、
紫
式
部
や
清
少
納
言
の
図
像
を
挙
げ

て
、
そ
の
事
績
に
つ
い
て
具
体
的
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
か
つ
て
の
教
科
書
と
比
較
す
る
と
、
す
べ
て
の
時
代
に
お
い
て

女
性
に
関
す
る
記
述
が
増
え
た
点
は
評
価
す
べ
き
で
あ
る
。
が
、

注
意
し
た
い
の
は
、
平
安
時
代
の
ペ
ー
ジ
で
描
か
れ
る
の
は
「
貴

京
樂
真
帆
子 （
滋
賀
県
立
大
学
教
授
）

｜
15
分
で
読
む
｜

平
安
時
代
の
女
性
た
ち
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族
身
分
の
女
性
」
で
、
か
つ
、「
文
学
作
品
な
ど
文
化
的
要
素
」

の
紹
介
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
現
代
日
本
で
平
等
化
が

遅
れ
て
い
る
政
治
や
経
済
な
ど
の
分
野
に
お
い
て
、
平
安
時
代
の

女
性
の
状
況
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
。
そ
こ
を
知
り
た
く
な
る
で
は

な
い
か
。

　
残
さ
れ
て
い
る
史
料
に
限
り
や
偏
り
が
あ
る
の
で
、
知
り
た
い

こ
と
す
べ
て
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が（
一
番
知
り
た

い
庶
民
女
性
に
つ
い
て
は
、
語
る
だ
け
の
史
料
が
充
分
に
な
い
）、
Ｇ
Ｇ
Ｉ

の
指
数
と
比
べ
な
が
ら
語
っ
て
い
き
た
い
。

漢
字
を
書
か
な
い
女
性

　
ま
ず
は
、
現
代
日
本
の
得
意
分
野
で
あ
る
教
育
か
ら
。
Ｇ
Ｇ
Ｉ

の
教
育
分
野
に
は
「
識
字
率
」
の
項
目
が
あ
る
。
日
本
の
ス
コ
ア

は
一
で
、「
完
全
男
女
平
等
」
と
し
て
世
界
一
位
を
キ
ー
プ
し
て

い
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
日
本
に
は
か
な
文
字
が
あ
る
か
ら

だ
ね
」
と
か
、「
紫
式
部
や
清
少
納
言
が
活
躍
し
た
よ
う
に
、
平

安
時
代
か
ら
女
性
の
識
字
率
は
高
い
の
だ
」
な
ど
と
納
得
し
て
は

い
け
な
い
。

　
そ
も
そ
も
、
か
な
文
字
は
女
性
用
に
開
発
さ
れ
た
文
字
で
は
な

く
、
か
つ
、
女
性
だ
け
が
使
っ
た
文
字
で
も
な
い
。
あ
の
藤
原
道

長
も
、
自
身
の
日
記
『
御
堂
関
白
記
』
の
中
で
か
な
文
字
を
使
っ

て
い
る
。
男
性
も
女
性
も
、
表
音
文
字
と
し
て
か
な
文
字
を
便
利

に
活
用
し
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
言
う
と
、
か
な
文
字
が
書
け
る
女
性
は
、
貴
族
女
性
に

限
ら
れ
て
い
た
。
庶
民
女
性
に
は
、
か
な
文
字
を
学
ぶ
教
育
機
会

が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
文
字
を
書
け
な
い
人
が
自
署
の
替
わ
り
に
使
う
サ
イ
ン
に
、

「
画か

く

指し

」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
右
利
き
の
人
な
ら
ば
自
分
の
左

手
指（
お
そ
ら
く
、
人
差
し
指
）
の
長
さ
と
関
節
の
位
置
を
図
示
す
る

こ
と
で
、
サ
イ
ン
の
代
わ
り
に
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、（
書

き
方
に
は
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
が
）
東
ア
ジ
ア
で
広
く
活
用
さ
れ

た
方
法
で
あ
る
。
李
氏
朝
鮮
で
表
音
文
字
の
ハ
ン
グ
ル
が
発
明
さ

れ
た
一
五
世
紀
以
降
に
、
奴
婢
身
分
に
い
る
男
性
が
画
指
を
し
た

文
書
を
、
私
は
韓
国
ソ
ウ
ル
市
内
の
博
物
館
で
見
た
こ
と
が
あ
る
。

教
育
格
差
は
、
性
差
だ
け
で
は
な
く
、
身
分
差
と
も
リ
ン
ク
す
る
。

ま
た
、
ベ
ト
ナ
ム
の
山
間
の
村
で
の
史
料
調
査
に
同
行
し
た
時
、

男
性
が
画
指
す
る
二
〇
世
紀
の
文
書
を
目
に
し
た
。
教
育
格
差
は
、

地
域
格
差
と
も
呼
応
す
る
。

　
日
本
に
お
い
て
、
奈
良
時
代
に
は
「
藤
三
娘
」
と
漢
字
で
自
署

す
る
藤
原
光
明
子（
聖
武
天
皇
皇
后
）
の
よ
う
な
存
在
が
あ
る
一
方



3 15分で読む　平安時代の女性たち

で
、
男
女
と
も
に
庶
民
は
画
指
し
て
い
た
。
が
、
平
安
時
代
に
な

る
と
男
性
は
自
署
す
る
よ
う
に
な
り
、
画
指
は
女
性
の
も
の
が
多

く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
平
安
時
代
で
は
、
庶

民
の
教
育
機
会
に
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
が
生
じ
て
い
る
こ
と
の
証
で

あ
る
。

　
前
近
代
日
本
は
身
分
制
社
会
で
あ
り
、
支
配
者
階
級
と
し
て
の

貴
族
身
分
が
存
在
し
た
。
平
安
時
代
に
は
、
都
と
の
地
理
的
な

距
離
が
文
化
情
報
の
到
達
速
度
の
差
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
っ

た（
も
っ
と
も
、
大
宰
府
な
ど
政
治
・
文
化
拠
点
は
都
の
他
に
も
あ
っ
た
が
）。

こ
う
し
た
時
代
に
お
い
て
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
を
乗
り
越
え
た
か

に
見
え
る
紫
式
部
や
清
少
納
言
は
、
非
常
に
特
異
な
存
在
な
の
で

あ
る
。

　
い
や
、
彼
女
た
ち
も
ジ
ェ
ン
ダ
ー
格
差
に
悩
ま
さ
れ
て
い
た
。

『
紫
式
部
日
記
』
に
は
、
漢
籍
を
読
む
こ
と
を
批
判
す
る
侍
女
が

い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
学
問
を
ひ
け
ら
か
し
て
い
る
と
陰

口
を
た
た
か
れ
、
そ
れ
を
気
に
病
ん
だ
紫
式
部
は
「
一
」
と
い
う

文
字
も
人
前
で
は
書
か
な
い
よ
う
に
し
た
、
と
い
う
。
こ
れ
を

「
活
躍
す
る
女
性
の
足
を
引
っ
張
る
の
は
、
同
じ
女
性
な
ん
だ
よ

ね
」
な
ど
と
ま
と
め
て
は
い
け
な
い
。
悪
口
を
言
っ
た
女
性
も
又
、

本
当
は
「
壱
」
だ
っ
て
書
け
る
の
に
、
人
前
で
「
一
」
を
書
く
こ

と
を
躊
躇
す
る
よ
う
な
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
に
悩
む
一
人

で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
れ
ら
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か
ら
は
、
漢
文
教
育
が
男
性
の
学
問
領

域
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
貴
族
女
性
の
内
に
も
、

漢
籍
に
触
れ
る
機
会
に
格
差
が
あ
っ
た
こ
と
を
読
み
取
ら
ね
ば
な

ら
な
い
。
つ
ま
り
、
女
性
の
中
に
も
分
断
が
生
じ
て
い
た
、
と
い

う
こ
と
だ
。
そ
の
中
で
、
後
世
に
名
が
残
っ
た
の
は
、
ジ
ェ
ン

ダ
ー
・
バ
イ
ア
ス
に
立
ち
向
か
っ
て
漢
籍
を
学
ん
だ
紫
式
部
で
あ

り
、
清
少
納
言
で
あ
っ
た
。

　
ち
な
み
に
、
Ｇ
Ｇ
Ｉ
の
教
育
分
野
に
は
「
高
等
教
育
就
学
率
」

と
い
う
項
目
が
あ
り
、
日
本
の
ス
コ
ア
は
〇
・
九
七
六（
完
全
平
等

が
一
）
で
悪
く
は
な
い
が
、
世
界
第
一
〇
五
位
で
あ
る
。
大
学
に

進
学
す
る
か
ど
う
か
、
女
性
の
内
に
ま
だ
格
差
が
残
っ
て
い
る
、

と
い
う
現
実
を
日
本
は
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
紫
式
部
な
ら
ば
、

「
一
〇
〇
〇
年
た
っ
て
も
、
ま
だ
改
善
さ
れ
て
い
な
い
の
？
」
と

言
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

平
安
時
代
の
出
産
の
風
景

　
次
に
、
健
康
分
野
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。
Ｇ
Ｇ
Ｉ
に
お
け
る

出
生
時
の
男
女
比
の
ス
コ
ア
は
、
〇
・
九
九
四
で
世
界
第
一
位
で
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あ
る
。
自
然
に
任
せ
た
状
況
で
は
男
子
が
や
や
多
く
誕
生
す
る
の

で
、
こ
の
ス
コ
ア
は
、
現
代
日
本
で
は
胎
児
の
性
別
に
よ
る
出
産

調
整
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
し
か
し
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
徴
兵
制
度
に
か
な
う
、
健
康
な

男
子
を
産
む
こ
と
が
奨
励
さ
れ
た
時
代
が
あ
っ
た
こ
と
を
思
い
出

す
。
そ
し
て
、
女
の
身
で
は
極
楽
往
生
で
き
な
い
と
さ
れ
た
た
め
、

死
後
は
男
性
に
生
ま
れ
た
い
と
変へ

ん
じ
よ
う
な
ん
し

成
男
子
の
祈
り
を
捧
げ
た
女
性

た
ち
が
い
た
時
代
も
あ
っ
た
。
そ
れ
を
母
の
胎
内
に
い
る
胎
児
に

向
か
っ
て
祈
っ
た
の
が
、
平
安
時
代
で
あ
る
。

　
平
安
時
代
の
認
識
で
は
、
生
ま
れ
て
く
る
子
の
性
は
妊
娠
三
ヶ

月
ま
で
、
つ
ま
り
、
母
の
胎
内
で
は
ま
だ
決
定
し
て
い
な
い
も
の

で
あ
っ
た（『
医
心
方
』）。
そ
れ
ゆ
え
に
、
胎
児
が
た
と
え
女
子
で

あ
っ
て
も
、
男
子
に
変
わ
る
よ
う
に
祈
る
の
が
、
変
成
男
子
の
祈

り
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
特
に
、
天
皇
の
子
ど
も
の
出
産
時
に
実
施
さ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
平
安
時
代
に
お
い
て
、
天
皇
は
男
性
に
限
る
、

と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
多
く
の
皇
妃
が
い
て
、
そ
の
中

の
だ
れ
か
が
男
子
を
産
む
こ
と
で
、
女
性
天
皇
の
登
場
は
避
け
ら

れ
て
き
た
。
が
、
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
結
果
論
で
あ
る
。

　
一
方
、
天
皇
の
後
宮
に
娘
を
入
れ
た
い
摂
関
家
で
は
、
女
子
誕

生
も
喜
ば
れ
た
。
ど
の
親
王
が
東
宮
に
、
い
ず
れ
は
天
皇
に
な
る

か
が
わ
か
ら
な
い
時
に
は
、
東
宮
候
補
者
に
釣
り
合
う
年
齢
の
女

子
が
い
る
こ
と
が
望
ま
し
か
っ
た
。
当
時
の
結
婚
適
齢
期
は
お
よ

そ
一
五
歳
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
女
子
を
複
数
持
つ
こ
と
が
、
天

皇
外
戚
を
目
指
す
男
性
貴
族
に
は
必
要
で
あ
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
子
の
い
な
い
妻
、
あ
る
い
は
、
男
子
の
み
で
女
子
を

産
ま
な
か
っ
た
妻
は
、
養
女
を
と
る
こ
と
を
考
え
た
。『
蜻
蛉
日

記
』
の
筆
者（
本
名
不
明
。
藤
原
倫と

も
や
す寧

の
娘
。
一
般
に
は
「
道
綱
の
母
」
と

呼
ば
れ
る
）と
そ
の
夫
、
藤
原
兼
家
と
の
間
に
産
ま
れ
た
の
は
男
子

一
人
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
道
綱
の
母
は
、
養
女
を
迎
え
る
こ
と
に

し
た
。
婚
姻
政
策
の
要
と
な
る
女
子
を
得
る
こ
と
で
、
兼
家
と
の

関
係
回
復
を
図
っ
た
の
で
あ
る
。

　
女
子
誕
生
を
忌
避
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
と
聞
こ
え
は
良
い
が
、

要
は
政
治
の
持
ち
駒
と
し
て
の
価
値
を
女
子
に
見
出
す
と
い
う
こ

と
だ
か
ら
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
関
連
付
け
て
評
価
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

　
さ
て
、
こ
こ
で
和
歌
を
一
つ
紹
介
し
た
い
。
産
ま
れ
た
孫
が
女

の
子
だ
と
聞
い
て
、
藤
原
為
頼（
？
〜
九
九
八
年
）
が
詠
ん
だ
歌
で

あ
る
。
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后
が
ね
も
し
然し

か

ら
ず
は
よ
き
国
の
若
き
受
領
の
妻
が
ね
な

ら
し 

（「
藤
原
為
頼
朝
臣
集
」）

　
こ
の
子
は
天
皇
の
后
に
な
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
良
い
国

の
若
い
受
領
の
妻
に
な
る
の
が
い
い
な
あ
、
と
い
う
意
味
で
、
孫

娘
の
幸
せ
を
祈
る
気
持
ち
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
中
流
貴
族
に

と
っ
て
、
一
族
か
ら
天
皇
の
后
を
出
す
こ
と
は
夢
で
あ
っ
て
、
実

際
に
は
同
じ
階
級
の
受
領
ク
ラ
ス
の
妻
に
す
る
こ
と
が
現
実
的
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
受
領
で
も
、
豊
か
な
国
の
受
領
で
、
な
お

か
つ
、
若
い
男
性
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
女
性
自
身

に
よ
る
女
性
の
理
想
的
な
結
婚
を
述
べ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
当

時
の
結
婚
観
の
一
端
を
示
し
て
い
る
と
評
価
で
き
よ
う
。

　
こ
の
現
実
的
な
歌
を
詠
ん
だ
為
頼
は
、
あ
の
紫
式
部
の
伯
父
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
出
産
の
方
法
に
も
歴
史
が
あ
る
。
が
、
そ
れ
を
知

る
た
め
の
史
料
が
、
平
安
時
代
に
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
天
皇
の
皇

妃
の
出
産
は
、
政
治
的
な
意
味
合
い
を
持
つ
が
ゆ
え
に
、
ま
だ
し

も
記
録
に
残
っ
て
い
る
。
但
し
、
出
産
の
風
景
を
克
明
に
記
録

す
る
の
は
、『
紫
式
部
日
記
』
な
ど
女
性
の
手
に
よ
る
記
録
類
に

限
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
産
室
に
は
女
性
だ
け
が
入
り
、
産
婦
を
サ

ポ
ー
ト
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
成
立
時
期
は
下
る
が
、『
餓
鬼
草
紙
』
や
『
彦
火
火
出
見
尊
絵

巻
』、『
北
野
天
神
縁
起
絵
巻
』
な
ど
の
絵
巻
史
料
に
も
、
出
産
の

風
景
が
描
か
れ
て
お
り
、
イ
メ
ー
ジ
し
や
す
い
。
絵
巻
か
ら
は
、

前
近
代
の
出
産
が
座
産
で
あ
る
こ
と
、
僧
侶
や
巫
女
、
陰
陽
師
、

山
伏
な
ど
に
よ
っ
て
、
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
が
わ

か
る
。
絵
巻
は
写
真
で
は
な
い
の
で
、
史
料
と
し
て
活
用
す
る
時

に
は
表
現
コ
ー
ド
の
解
読
な
ど
の
作
業
が
必
要
と
な
る
の
だ
が
。

　
さ
て
、
平
安
時
代
の
記
録
を
見
る
と
、
出
産
時
に
落
命
す
る
女

性
が
多
い
こ
と
に
気
付
く
。
藤
原
行
成
の
妻
の
例
を
紹
介
し
よ
う
。

　
長
保
四
年（
一
〇
〇
二
）
一
〇
月
一
六
日
、
行
成
の
妻
は
、
女
子

を
出
産
し
た
二
日
後
に
死
去
し
た
。
出
産
の
四
日
前
か
ら
「
赤

痢
」（
と
、
日
記
に
書
か
れ
て
い
る
）に
か
か
っ
て
い
た
こ
と
も
影
響
し

た
の
で
あ
ろ
う
。
二
七
歳
で
あ
っ
た
。
出
産
時
に
は
、
僧
侶
に
よ

る
加
持
祈
祷
が
行
わ
れ
、
安
産
祈
願
が
な
さ
れ
た
こ
と
が
記
録
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
女
子
誕
生
の
翌
日
、
政
界
ト
ッ
プ
に
君
臨
す

る
藤
原
道
長
か
ら
は
使
者
が
派
遣
さ
れ
、
源
経
房
ら
貴
族
男
性
六

人
が
行
成
邸
を
訪
問
し
て
い
る
。「
訪
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の

で
、
出
産
祝
い
の
「
と
ぶ
ら
い
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
、
使
者
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を
派
遣
す
る
か
、
そ
れ
と
も
自
分
自
身
が
訪
問
す
る
か
に
よ
っ
て
、

人
間
関
係
の
濃
淡
が
表
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
女
子
出
産
の
祝
い
が

な
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
生
ま

れ
て
き
た
こ
の
女
子
は
、
行
成
に
と
っ
て
有
効
な
「
持
ち
駒
」
に

な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
生
ま
れ
て
か
ら
た
っ
た
二
日
の
後
、
こ
の
子
も
死
ん

で
し
ま
う
。
行
成
に
よ
る
と
、
こ
の
妻
と
は
一
四
年
間
の
結
婚
生

活
の
中
で
、
七
人
の
子
が
産
ま
れ
、
う
ち
三
人
が
夭
折
し
た
、
と

い
う（
行
成
は
、
婚
姻
日
ま
で
日
記
に
記
し
て
い
る
）。
栄
養
状
態
お
よ

び
衛
生
状
況
が
庶
民
よ
り
は
良
い
は
ず
の
貴
族
で
す
ら
、
子
ど
も

の
死
亡
率
は
か
く
も
高
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
庶
民
は
、
と
考
え

る
と
想
像
に
難
く
な
い
。

　
子
を
失
っ
た
悲
し
み
に
、
さ
ら
に
、
妻
の
死
が
重
な
っ
た
。
出

産
は
穢け

が

れ
で
あ
る
の
で
、
宮
中
に
出
仕
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
男

性
は
、
原
則
と
し
て
産
室
に
は
近
づ
か
な
い
。
妻
や
子
の
様
子
は
、

人
づ
て
に
聞
く
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
、
妻
の
病
が
重
く
、
苦
し

ん
で
い
る
様
子
を
聞
い
た
行
成
は
、
穢
れ
に
触
れ
る
こ
と
を
い
と

わ
ず
、
病
床
を
三
度
も
見
舞
っ
て
い
る
。
仕
事
よ
り
も
妻
を
優
先

さ
せ
た
の
で
あ
る
。

　
病
床
の
妻
は
、
尼
に
な
る
こ
と
を
望
み
、
行
成
に
請
う
た
。
こ

れ
は
臨
終
出
家
で
、
極
楽
往
生
を
す
る
た
め
に
、
死
を
目
前
に
し

て
出
家
す
る
の
で
あ
る
。
出
家
は
俗
世
間
か
ら
去
る
こ
と
な
の
で
、

離
婚
を
意
味
す
る
。
女
性
の
場
合
、
自
ら
髪
を
切
っ
て
尼
と
な
る

こ
と
は
、
妻
か
ら
の
離
婚
宣
言
な
の
で
あ
っ
た
。
娘
の
結
婚
相
手

が
気
に
食
わ
ず
、
別
れ
を
強
要
す
る
た
め
に
、
そ
の
娘
の
髪
を

切
っ
て
尼
の
姿
に
し
た
父
親
な
ど
と
い
う
の
も
い
た
。
今
な
ら
ば
、

Ｄ
Ｖ（
家
庭
内
暴
力
）
で
あ
る
。
な
お
、
平
安
時
代
の
女
性
の
出
家

は
、
剃
髪
で
は
な
く
、
尼
削
ぎ
と
い
う
肩
ま
で
の
長
さ
に
切
る
こ

と
で
行
わ
れ
た
。
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
の
私
は
、
平
安
時
代
な
ら
ば

姿
は
尼
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、『
源
氏
物
語
』
を
思
い
出
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
死

を
前
に
し
て
出
家
し
た
い
と
望
む
紫
の
上
に
対
し
て
、
光
源
氏
は

断
固
拒
否
し
続
け
た（「
若
菜
下
」、「
御
法
」）。
自
身
が
耐
え
ら
れ
な

か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
最
愛
の
妻
・
紫
の
上
は
、
最
後
の
望
み
を

叶
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
死
ん
で
し
ま
い
、
光
源
氏
は
強
烈

な
後
悔
に
襲
わ
れ
る
。
紫
の
上
は
、
光
源
氏
の
せ
い
で
極
楽
往
生

が
で
き
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
読
者
は
思
う
。

　
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
行
成
の
態
度
は
ど
う
か
。
妻
は
僧
に

よ
っ
て
受
戒
し
、
法
名
も
得
た
。
行
成
と
共
に
、
名
号
を
唱
え
、

懺せ
ん
ぼ
う法（

自
分
の
罪
を
仏
に
懺
悔
す
る
こ
と
）
を
し
て
、
臨
終
を
迎
え
る
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こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
当
時
の
貴
族
女
性
に
と
っ
て
、
最
も

望
ま
し
い
死
の
迎
え
方
の
一
つ
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
妻
を
大
切
に
す
る
一
面
を
見
せ
た
行
成
で
あ
る

が
、
こ
の
妻
の
こ
と
を
日
記
の
中
で
「
孟も

う
こ
う光

」
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
れ
は
、
中
国
後
漢
の
時
代
、
容
貌
は
醜
い
が
夫
に
礼
を
尽
く
し

た
女
性
の
名
で
あ
る
。『
烈
女
伝
』
や
『
蒙も

う

求ぎ
ゆ
う』（

唐
代
に
成
立
）
所

収
の
故
事
で
知
ら
れ
て
お
り
、
白
居
易
の
詩
に
自
分
の
妻
を
「
孟

光
」
と
呼
ぶ
も
の
が
あ
る
。
行
成
は
こ
れ
に
倣な

ら

っ
た
と
考
え
ら
れ

て
い
る
が
、
実
際
に
面
と
向
か
っ
て
妻
を
な
ん
と
呼
ん
で
い
た
の

か
は
わ
か
ら
な
い
。

　
ち
な
み
に
、
藤
原
道
長
は
、
妻
の
源
倫
子
の
こ
と
を
「
女
方
」

あ
る
い
は
「
女
房
」
と
日
記
に
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、「
に
ょ

う
ぼ
う
」
と
読
む
の
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
、
栄
養
状
況
や
衛
生
状
況
の
悪
い
平
安
時
代
の
人
の
寿
命

が
、
現
在
よ
り
も
は
る
か
に
短
い
こ
と
は
想
像
が
付
く
だ
ろ
う
。

男
性
も
し
か
り
で
、
藤
原
実
資
の
よ
う
に
九
〇
歳
と
い
う
長
寿
を

保
っ
た
人
は
ほ
ん
の
一
握
り
で
あ
っ
た
。
藤
原
道
長
は
、
六
二

歳
で
亡
く
な
っ
た
が
、
そ
の
兄
道
隆（
一
条
天
皇
中
宮
定
子
の
父
）
は
、

疫
病
に
か
か
っ
て
四
三
歳
で
亡
く
な
っ
た
。
行
成
も
、
五
六
歳
ま

で
し
か
生
き
ら
れ
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
男
性
貴
族
に
つ
い
て
は
、

『
公
卿
補
任
』
な
ど
の
史
料
か
ら
生
没
年
が
わ
か
る
こ
と
が
多
い
。

　
先
述
し
た
よ
う
に
、
行
成
の
妻
は
二
七
歳
で
死
ん
だ
。
こ
れ
は

行
成
が
そ
の
年
齢
を
日
記
に
記
録
し
て
く
れ
た
か
ら
わ
か
る
こ
と

で
、
他
の
貴
族
女
性
で
生
年
や
年
齢
が
わ
か
る
事
例
は
多
く
は
な

い
。
そ
の
た
め
、
平
均
寿
命
な
ど
を
算
出
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
が
、
記
録
に
散
見
す
る
よ
う
に
、
出
産
時
に
死
ぬ
女
性
が

多
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
女
性
の
方
が
平
均
寿
命
は
短
か
っ
た
と
推

測
さ
れ
る
。

　
そ
の
一
方
で
、
出
産
を
経
て
、
長
生
き
す
る
女
性
も
い
た
。
例

え
ば
、
道
長
の
妻
源
倫
子
は
九
〇
歳
の
長
寿
で
あ
っ
た
。
そ
の
娘

の
彰
子（
一
条
天
皇
中
宮
）
も
八
七
歳
の
長
寿
で
あ
っ
た
が
、
息
子

の
後
一
条
天
皇（
二
九
歳
）、
後
朱
雀
天
皇（
三
七
歳
）
に
先
立
た
れ

て
い
る
。
平
安
時
代
は
、
男
女
と
も
に
死
は
身
近
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
。

　
Ｇ
Ｇ
Ｉ
の
「
健
康
」
分
野
に
は
、「
健
康
寿
命
」
の
項
目
が
あ

る
。
日
本
で
は
女
性
の
方
が
男
性
よ
り
も
健
康
寿
命
が
長
い
の
で
、

ス
コ
ア
は
一
・
〇
三
九
、
順
位
は
六
九
位
と
な
っ
て
い
る
。
現
代

日
本
で
は
、
男
性
の
健
康
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
が
課
題
と
な
っ
て

い
る
。
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平
安
時
代
の
労
働
観

　
次
は
、
日
本
の
苦
手
な
経
済
分
野
で
あ
る
。
Ｇ
Ｇ
Ｉ
に
お
い

て
、
労
働
参
加
率
の
男
女
比
の
ス
コ
ア
は
〇
・
七
五
九（
八
一
位
）

で
、
女
性
活
躍
に
は
ま
だ
遠
い
。
同
一
労
働
に
お
け
る
賃
金
格
差

も
大
き
く（
ス
コ
ア
は
〇
・
六
二
一（
七
五
位
））、
勤
労
所
得
の
男
女
差

も
大
き
い（
ス
コ
ア
は
〇
・
五
七
七（
一
〇
〇
位
））。
か
つ
て
の
経
済
大

国
日
本
が
そ
の
力
を
失
い
つ
つ
あ
る
中
で
、
女
性
に
よ
り
厳
し
い

経
済
状
況
を
強
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
中
で
も
日
本
が
課
題
と
す
る
の
は
、
女
性
管
理
職
の
少
な
さ
で

あ
る
。
ス
コ
ア
で
〇
・
一
四
八（
一
三
三
位
）と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ

こ
そ
、
日
本
経
済
復
活
の
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
喫
緊
の
課
題
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
平
安
時
代
の
こ
と
を
考
え
た
い
の
で
あ
る
が
、
平
安
時

代
の
女
性
の
経
済
状
況
に
つ
い
て
は
、
詳
し
い
史
料
が
残
っ
て
い

な
い
。
そ
こ
で
、
労
働
、
に
テ
ー
マ
を
変
え
て
み
た
い
。

　
清
少
納
言
は
、『
枕
草
子
』（
第
一
八
六
段
）
に
愚
痴
を
書
い
て
い

る
。
意
訳
す
る
と
、
以
下
の
通
り
。

　
男
性
の
場
合
、
位
が
高
く
な
る
と
人
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
よ
う
に

な
る
。
し
か
し
、
女
性
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
宮
中
で
天
皇

の
乳め

の
と母
や
三さ

ん

位み

の
位
を
得
れ
ば
そ
れ
相
応
に
扱
わ
れ
る
が
、
身
分

以
上
の
尊
敬
は
得
ら
れ
な
い
。
そ
も
そ
も
、
そ
こ
ま
で
出
世
す
る

女
性
の
数
は
少
な
い
。
女
の
幸
せ
は
、
受
領
の
妻
と
な
っ
て
任
国

へ
行
く
こ
と
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
中
級
貴
族
女
性
が

上
級
貴
族
の
正
妻
に
な
っ
た
り
、
上
級
貴
族
の
娘
が
天
皇
の
后
に

な
っ
た
り
す
る
の
は
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
け
ど
。

　
清
少
納
言
の
不
満
の
根
本
に
は
、
男
性
と
女
性
で
官
職
の
シ
ス

テ
ム
が
違
う
、
と
い
う
律
令
体
制
の
ひ
ず
み
が
あ
る
。
つ
ま
り
、

「
職
員
令
」（
男
性
対
象
）
と
「
後
宮
職
員
令
」（
女
性
対
象
）
が
分
か
れ

て
い
る
よ
う
に
、
女
性
の
登
用
、
出
世
は
男
性
の
そ
れ
と
は
コ
ー

ス
が
違
う
の
で
あ
る
。
宮
廷
社
会
で
は
、
女
性
が
活
動
す
る
場
が

「
後
宮
」（
天
皇
皇
妃
の
生
活
空
間
。
但
し
、
江
戸
城
大
奥
の
よ
う
な
男
子
禁

制
空
間
で
は
な
い
）に
限
ら
れ
て
お
り
、「
同
一
労
働
」
と
い
う
も
の

は
ほ
ぼ
存
在
し
な
い
が
、
だ
か
ら
こ
そ
、
労
働
対
価
も
平
等
で
は

あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
、
清
少
納
言
は
気
付
い
て
い
た
、

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、
清
少
納
言
が
宮
中
女
性
の
ト
ッ
プ
に
君
臨
す
る
、
と

見
て
い
た
天
皇
の
乳
母
の
実
例
を
紹
介
し
た
い
。

　
天
元
二
年（
九
七
九
）
六
月
三
日
、
円
融
天
皇
の
皇
后
媓
子
が
死

去
し
た
。
天
皇
の
後
宮
に
は
、
前
年
に
関
白
太
政
大
臣
藤
原
頼
忠

の
娘
遵じ

ゆ
ん
し子
、
右
大
臣
藤
原
兼
家
の
娘
詮せ

ん

子し

が
こ
の
順
に
入
内
し
、
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女
御
と
な
っ
て
い
た
。
空
席
と
な
っ
た
皇
后
、
つ
ま
り
、
天
皇
正

妻
の
ポ
ス
ト
を
め
ぐ
っ
て
、
遵
子
と
詮
子
の
間
で
争
い
が
勃
発
す

る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
た
そ
の
矢
先
、
詮
子
が
懐
妊
し
、
男

子
を
出
産
し
た（
後
に
、
一
条
天
皇
と
な
る
）。
こ
れ
で
、
詮
子
が
皇

后
に
な
る
だ
ろ
う
と
皆
が
思
っ
て
い
た
が
、
天
皇
は
遵
子
を
皇
后

と
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
背
景
に
は
、
同
じ
藤
原
氏
と
は

い
え
、
小
野
宮
流
の
頼
忠
と
九
条
流
の
兼
家
と
で
は
一
種
の
派
閥

が
分
か
れ
て
い
た
こ
と
、
ま
た
、
円
融
天
皇
と
兼
家
と
の
間
に
ひ

そ
か
な
対
立
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
あ
る
。
天
皇
の
内
意
を
受
け

て
、
頼
忠
は
水
面
下
で
遵
子
立
后
の
準
備
を
始
め
た
。

　
天
元
五
年（
九
八
二
）
二
月
、
こ
の
天
皇
の
内
意
を
頼
忠
に
口
頭

で
伝
え
た
の
が
、
天
皇
の
乳
母
で
あ
っ
た
少

し
よ
う
し
よ
う
の
み
よ
う
ぶ

将
命
婦
、
良よ

し

峯
み
ね
の

美よ
し

子こ

で
あ
る
。
平
安
時
代
の
乳
母
に
は
、
実
際
に
授
乳
す
る
乳
母
と
、

乳
離
れ
し
た
後
も
養
育
を
行
う
乳
母
が
い
る
。
美
子
が
ど
ち
ら
で

あ
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
天
皇
の
成
人
後
も
そ
の
言
葉
を
伝
え

る
役
目
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
お
そ
ら
く
は
後
者

で
あ
ろ
う
。
養
育
係
の
乳
母
は
、
母
親
代
わ
り
と
し
て
、
成
人
後

も
養
い
君
を
後
見
し
続
け
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
美
子
は
こ
の
件
に
関
す
る
天
皇
側
の
代
理
人
と
し
て
、

頼
忠
・
遵
子
側
の
代
理
人
た
る
藤
原
実
資（
頼
忠
の
甥
）
と
直
接
に

面
談
し
て
い
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、
実
資
の
日
記
『
小
右
記
』
に

記
録
が
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
美
子
は
、
立
后
の
件
を
兼
家
に

知
ら
れ
な
い
よ
う
に
内
密
に
準
備
を
進
め
よ
と
、
実
資
に
要
求
し

て
い
る
。
天
皇
が
兼
家
を
か
な
り
警
戒
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぐ
ら
い
の
こ
と
を
兼
家
は
や
っ
て
き
た
、
と

い
う
話
は
本
稿
の
テ
ー
マ
か
ら
ず
れ
る
の
で
や
め
て
お
こ
う
。

　
実
際
に
は
、
兼
家
は
情
報
を
得
て
い
た
よ
う
だ
が（
古
今
東
西
、

秘
密
は
漏
れ
る
）、
情
報
公
開
後
も
妨
害
す
る
こ
と
な
く
、
当
日
を

迎
え
た
。
そ
の
日（
三
月
一
一
日
）、
内
裏
で
の
儀
式
の
後
、
遵
子

の
実
家
・
四
条
殿
で
宣
命（
任
命
書
）
が
披
露
さ
れ
た
。
そ
の
場
に
、

美
子
も
伺
候
し
て
お
り
、
翌
日
、
頼
忠
か
ら
褒
美
を
貰
っ
て
い
る
。

　
そ
の
の
ち
美
子
は
皇
后
遵
子
に
仕
え
、
従じ

ゆ

三さ
ん

位み

の
位
を
得
て
さ

ら
に
典

な
い
し
の
す
け

侍
（
内な
い

侍し
の

司つ
か
さの

次
官
）
と
な
り
、
実
質
上
の
最
高
権
力
者
と

し
て
後
宮
を
取
り
仕
切
る
役
目
を
果
た
し
た
。
こ
う
し
た
美
子
の

活
躍
を
見
る
と
、
清
少
納
言
が
天
皇
の
乳
母
の
役
割
を
高
く
評
価

す
る
こ
と
に
も
納
得
が
い
く
。

　
美
子
を
女
性
管
理
職
と
し
て
見
る
な
ら
ば
、
平
安
時
代
に
は
女

性
管
理
職
が
存
在
し
、
活
躍
す
る
場
が
あ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、
男
性
と
の
交
流
は
あ
っ
た
も
の
の
、
美
子
の
活

動
は
後
宮
の
範
疇
を
越
え
る
も
の
で
は
な
く
、
限
ら
れ
た
女
性
分
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野
内
で
の
管
理
職
と
し
て
の
活
躍
で
あ
っ
た
。
よ
っ
て
、
こ
れ
を

現
代
の
女
性
活
躍
と
同
等
に
評
価
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

　
美
子
は
、
律
令
体
制
の
壁
を
破
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
清

少
納
言
も
、
そ
れ
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
愚
痴
を
書
き
連

ね
た
の
で
あ
る
。

平
安
時
代
の
政
治
分
野

　
最
後
に
、
政
治
分
野
で
の
女
性
の
活
躍
を
見
て
お
き
た
い
。
Ｇ

Ｇ
Ｉ
で
は
、
国
会
議
員
の
男
女
比（
日
本
の
ス
コ
ア
は
〇
・
一
一
一

（
一
三
一
位
））、
閣
僚
の
男
女
比（
日
本
の
ス
コ
ア
は
〇
・
〇
九
一（
一
二
八

位
））、
過
去
五
〇
年
間
の
行
政
の
長
の
在
任
期
間
の
男
女
比（
日
本

の
ス
コ
ア
は
〇ぜ
ろ（
八
〇
位
））
で
判
定
す
る
。
が
、
議
会
民
主
制
は
存

在
せ
ず
、
官
職
シ
ス
テ
ム
も
男
女
別
で
あ
っ
た
平
安
時
代
で
、
こ

う
し
た
男
女
比
を
論
じ
て
も
無
意
味
で
あ
る
。
平
安
時
代
の
天
皇

は
行
政
の
長
で
は
な
い
が
、
先
述
し
た
よ
う
に
平
安
時
代
に
は
女

性
天
皇
は
存
在
し
な
い
の
で
、
ス
コ
ア
は
ゼ
ロ
で
あ
る
。

　
平
安
時
代
の
こ
と
が
ら
と
し
て
斎
王
の
話
を
出
し
た
い
と
こ
ろ

だ
が
、
こ
こ
も
視
点
を
ず
ら
し
て
、
ま
ず
は
皇
后
の
活
動
か
ら
見

て
い
き
た
い
。

　
先
程
の
藤
原
遵
子
立
后
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
も
う
一
つ
注
目
し
て

ほ
し
い
の
は
、
男
子
が
い
る
か
ど
う
か
で
天
皇
正
妻
の
地
位
が
決

ま
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
立
后
の
時
、
遵
子
は

二
六
歳
。
ま
だ
懐
妊
へ
の
期
待
は
残
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
彼
女
は
結
局
妊
娠
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、
皇

后
と
し
て
の
地
位
を
保
ち
続
け
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
平
安
時

代
の
皇
后
は
、
子
ど
も
の
母
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
天
皇
の
正
妻

で
あ
る
こ
と
の
意
味
の
方
が
重
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
父
や
兄
弟
に
よ
る
後
見
を
必
要
と
し
て
い
た
。

　
ま
た
、
皇
后
は
、「
皇
后
宮（
中
宮
）
御
給
」
と
い
う
人
事
の
推

薦
枠
を
持
っ
て
い
た
。
例
え
ば
、
正
暦
二
年（
九
九
一
）
正
月
に
、

藤
原
隆
家
が
従
五
位
上
に
叙
位
さ
れ
た
の
は
、
前
年
一
〇
月
に
一

条
天
皇
中
宮
と
な
っ
た
姉
定
子
の
「
中
宮
御
給
」
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
皇
后（
中
宮
）
は
自
分
の
後
見
を
強
固
に
す
る

こ
と
が
可
能
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
こ
う
し
た
特
権（
年
給
と

い
う
）は
、
院（
上
皇
）、
東
宮
、
親
王
、
内
親
王
な
ど
の
皇
族
、
そ

し
て
、
女
御
も
持
っ
て
い
た
。

　
こ
こ
で
、
天
皇
正
妻
の
呼
び
方
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
こ
う
。

律
令
に
定
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
皇
后
」
と
い
う
称
号
で
、「
中

宮
」
は
そ
の
居
所
の
名
称
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
中
宮
」
を
「
皇

后
」
と
同
じ
意
味
で
使
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
一
〇
世
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紀
の
初
め
頃
、
醍
醐
天
皇
の
時
代
か
ら
で
あ
る
。
正
妻
で
あ
る
の

で
、
皇
后（
中
宮
）
は
一
人
の
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
「
皇
后
」

と
「
中
宮
」
に
分
け
た
の
が
、
一
条
天
皇
の
時
代
で
あ
る
。
長
保

二
年（
一
〇
〇
〇
）、
藤
原
定
子
が
一
条
天
皇
の
皇
后
で
あ
る
の
に

加
え
て
、
新
た
に
彰
子
が
中
宮
と
な
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
「
二
后
並

立
」
の
先
例
を
作
っ
た
の
は
、
藤
原
行
成
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
り
、

藤
原
道
長
の
権
勢
で
あ
る
。

　
さ
て
、
平
安
時
代
に
お
け
る
政
治
と
女
性
の
関
わ
り
方
に
つ
い

て
も
う
一
つ
。
そ
れ
は
、
私
的
な
分
野
に
見
え
る
こ
と
も
、
実
は
、

公
的
な
意
味
を
持
つ
場
合
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
女
性
が
私
的
な
場
面
で
活
動
し
て
い
て
も
、
実
は
、
公
的
な

意
味
を
持
つ
こ
と
が
あ
る
。
平
安
時
代
は
、
公
と
私
の
区
別
が
や

や
こ
し
い
。

　
例
え
ば
、
天
皇
の
息
子
が
誕
生
し
た
際
の
出
産
儀
礼
。
生
ま
れ

て
か
ら
三
日
後
、
五
日
後
、
七
日
後
、
そ
し
て
、
五
〇
日
後
に

産う
ぶ
や
し
な
い

養
と
い
う
お
祝
い
が
行
わ
れ
る
。
寛
弘
五
年（
一
〇
〇
八
）、
一

条
天
皇
中
宮
彰
子
が
土
御
門
第（
藤
原
道
長
屋
敷
）
に
て
産
ん
だ
男

子（
敦
成
親
王
。
の
ち
、
後
一
条
天
皇
に
な
る
）
の
三
日
の
産
養
は
、
こ

の
屋
敷
で
、
中
宮
職
が
奉
仕
し
て
行
わ
れ
た
。
私
邸
で
行
わ
れ
た

行
事
で
あ
る
が
、
公
の
職
員
が
奉
仕
す
る
公
式
行
事
で
あ
る
。
五

日
目
の
産
養
は
、
道
長
が
奉
仕
し
た
。
こ
れ
は
、
新
生
児
の
祖

父
・
左
大
臣
の
差
配
で
あ
る
。
さ
ら
に
七
日
目
の
産
養
は
、
場
所

は
同
じ
く
土
御
門
第
で
あ
る
が
、
天
皇
主
催
。
こ
れ
は
、
公
式
行

事
と
評
価
さ
れ
よ
う
。
天
皇
の
子
ど
も
の
生
誕
祝
い
が
、
公
式
行

事
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
私
的
行
事
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ち
な
み
に
、
九
日
目
の
産
養
は
、
藤
原
頼
通

が
主
催
し
た
。

　
こ
れ
ら
の
行
事
に
つ
い
て
は
、『
御
堂
関
白
記
』
や
『
小
右
記
』、

『
権
記
』
な
ど
の
男
性
貴
族
の
日
記
に
も
、
記
述
の
濃
淡
は
あ
れ

ど
も
、
記
録
が
な
さ
れ
て
い
る
。
現
存
し
て
い
な
く
と
も
、
各
官

職
ご
と
に
、
準
備
段
階
か
ら
当
日
の
様
子
ま
で
、
様
々
な
記
録
が

制
作
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
一
方
で
、
女
性
も
記
録
を
残
し
た
。
こ
の
彰
子
が
男
子
を
出
産

し
た
時
の
記
録
を
書
い
た
の
は
、
紫
式
部
で
あ
る
。『
紫
式
部
日

記
』
に
詳
細
な
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
彼
女
が
私

的
な
関
心
で
書
き
記
し
た
も
の
で
は
な
い
。
天
皇
の
子
の
誕
生
に

ま
つ
わ
る
諸
行
事
に
女
房
が
ど
う
関
わ
っ
た
の
か
を
記
録
す
る
の

は
、
後
の
規
範
、
平
た
く
言
う
と
、
女
房
の
た
め
の
教
科
書
と
す

る
た
め
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
こ
う
し
た
女
房
の
日
記
に
は
、
行
事
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に
相
応
し
い
衣
裳
の
記
録
や
、
来
訪
者
名
、
贈
答
品
の
リ
ス
ト
が

続
く
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
女
性
が
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
興
味
を

持
っ
て
い
た
か
ら
、
と
か
、
女
性
は
物
を
貰
う
の
が
好
き
だ
か
ら
、

な
ど
と
歪
曲
し
て
は
い
け
な
い
。
こ
れ
ら
を
記
録
し
て
お
く
こ
と

が
、
彼
女
た
ち
の
役
目
で
あ
り
、
そ
れ
が
政
治
だ
っ
た
の
で
あ
る

か
ら
。

　
さ
て
、
先
述
し
た
良
峯
美
子
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
、
も
う
一
つ
注

目
し
て
ほ
し
い
の
は
、
彼
女
が
典
侍
に
な
っ
た
、
と
い
う
と
こ
ろ

で
あ
る
。
律
令
制
に
お
い
て
、
後
宮
一
二
司
の
う
ち
最
も
規
模
が

大
き
か
っ
た
の
は
、
内
侍
司
で
あ
る
。
天
皇
に
近
侍
し
て
臣
下
か

ら
の
請
願
を
天
皇
に
伝
え
、
ま
た
、
天
皇
の
命
を
臣
下
に
伝
え
る

役
割
な
ど
を
果
た
し
た
。
こ
れ
は
、
同
様
の
役
割
を
果
た
し
た
蔵

人（
男
性
）
の
方
に
徐
々
に
重
点
が
置
か
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
内

侍
が
勅
命
を
太
政
官（
男
性
）
の
担
当
者（「
上

し
よ
う

卿け
い

」）
な
ど
に
文
書
で

伝
え
る
「
内な

い

侍し

宣せ
ん

」
は
存
続
し
て
い
た
。
男
性
と
女
性
で
活
動
の

場
が
分
か
れ
て
い
る
古
代
国
家
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
が

接
点
を
持
っ
た
の
が
、
こ
の
文
書
行
政
で
あ
っ
た
。

　
内
侍
司
の
長
官
が
、
尚

な
い
し
の
か
み
侍
で
あ
る
。
天
皇
の
女
性
秘
書
官
の

ト
ッ
プ
な
の
で
あ
る
が
、
後
に
、
天
皇
の
後
宮
に
組
み
込
ま
れ
る

こ
と
に
な
っ
た
。
そ
う
な
る
以
前
の
事
例
だ
が
、
藤
原
道
長
の
娘
、

藤
原
嬉
子（
母
は
源
倫
子
）
は
、
寛
仁
二
年（
一
〇
一
八
）
一
二
歳
で
尚

侍
と
な
っ
た
。
そ
の
年
齢
で
内
侍
の
職
務
を
果
た
せ
る
わ
け
が
な

い
。
つ
ま
り
、
こ
の
頃
に
は
、
内
侍
の
実
質
上
の
職
務
は
、
長
官

以
外
が
担
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
形
ば
か
り
の
尚
侍
嬉
子
は
、
治

安
元
年（
一
〇
二
一
）
東
宮
敦あ

つ
な
が良

親
王（
父
、
一
条
天
皇
。
母
、
中
宮
藤

原
彰
子
）
の
後
宮
に
入
っ
た
。
こ
の
東
宮
が
後
朱
雀
天
皇
と
な
る

（
長
元
九
年（
一
〇
三
六
））
前
に
、
嬉
子
は
死
去
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、

彼
女
は
天
皇
の
女
御
や
中
宮
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
が
、
産
ん
だ

息
子
は
後
に
、
後
冷
泉
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
。

　
こ
の
他
、
一
〇
世
紀
の
末
頃
、
村
上
天
皇
の
寵
愛
を
得
て
後
宮

入
り
し
、
天
皇
の
死
後
に
尚
侍
に
任
じ
ら
れ
た
藤
原
登と

う

子し
（
父
は

藤
原
師
輔
）の
例
も
あ
る
。
つ
ま
り
、
内
侍
司
と
い
う
天
皇
秘
書
部

局
は
、
天
皇
後
宮
に
関
連
付
け
ら
れ
て
、
そ
の
役
職
名
が
様
々
に

運
用
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
中
世
の
『
御お

ゆ
ど
の
の
う
え
の
に
つ
き

湯
殿
上
日
記
』
を
読
む
と
、
天
皇
に
近
侍
す
る
女

官
の
役
割
は
決
し
て
軽
く
は
な
い
。
し
か
し
、
女
性
の
職
務
、
働

き
を
正
当
に
評
価
し
な
い
風
潮
の
萌
芽
が
、
平
安
時
代
の
こ
う
し

た
動
き
に
見
え
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
禍
根
は
深
い
。
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一
〇
〇
〇
年
後
の
今
は

　
日
本
の
Ｇ
Ｇ
Ｉ
の
ス
コ
ア
に
は
、
語
り
尽
く
せ
ぬ
前
史
が
あ
る
。

　『
源
氏
物
語
』
な
ど
古
典
文
学
に
触
れ
る
こ
と
で
平
安
時
代
の

様
子
を
“
垣
間
見
”
す
る
時
、
展
開
す
る
人
間
模
様
に
「
今
と
変

わ
ら
な
い
な
」
な
ど
と
共
感
す
る
こ
と
が
あ
る
。
あ
る
い
は
、
今

と
は
違
う
世
界
で
起
こ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
と
し
て
楽
し
む
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
歴
史
研
究
が
明
ら
か
に
し
て
き
た
こ
と
は
、
過
去
に

起
こ
っ
た
現
実
で
あ
る
。
現
代
人
は
、
身
分
制
社
会
に
共
感
で
き

な
い
し
、
理
不
尽
な
で
き
ご
と
に
は
怒
り
を
感
じ
る
。
現
代
と
の

違
い
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
社
会
の
変
化
を
あ
ぶ
り
出

す
こ
と
に
な
る
。

　
一
〇
〇
〇
年
後
の
今
、
わ
た
し
た
ち
の
社
会
は
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平

等
に
一
歩
で
も
近
づ
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。「
そ
こ
に
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
視
点
を
！
」
を
合
い
言
葉
に
、
平
安
時
代
を
振
り
返
る

こ
と
が
、
紫
式
部
の
悩
み
や
清
少
納
言
の
愚
痴
へ
の
回
答
と
な
る

だ
ろ
う
。

京
樂
真
帆
子（
き
ょ
う
ら
く
ま
ほ
こ
）

一
九
六
二
年
、
兵
庫
県
生
ま
れ
。
一
九
九
二
年
、
京
都
大
学
大
学
院
文

学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
修
了（
単
位
取
得
退
学
）。
現
在
、
滋
賀
県
立

大
学
人
間
文
化
学
部
教
授
。
京
都
大
学
博
士（
文
学
）。

【
主
要
編
著
書
】『
平
安
京
都
市
社
会
史
の
研
究
』（
塙
書
房
、
二
〇
〇
八

年
）、「
平
安
京
都
市
社
会
と
火
災
」（
三
宅
和
朗
編
『
環
境
の
日
本
史

2
　
古
代
の
暮
ら
し
と
祈
り
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
）、「
歴

史
学
と
映
画

―
『
大
仏
開
眼
』
と
北
山
茂
夫
」（『
人
間
文
化
』

三
五
、二
〇
一
四
年
）、『
牛
車
で
行
こ
う
！
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
七

年
）、
な
ど
。
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出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

平凡社 4582472172 シリーズ・女性と仏教1／尼と
尼寺

大隅和雄・西口順子編 品切れ 1989

平凡社 4582472189 シリーズ・女性と仏教2／救い
と教え

大隅和雄・西口順子編 品切れ 1989

吉川弘文館 4642012942 家族と女性の歴史―古代・中
世

前近代女性史研究会編 品切れ 1989

吉川弘文館 4642013567 日本女性史論集6／女性の暮ら
しと労働

総合女性史研究会編 品切れ 1998

吉川弘文館 4642077729 史料にみる日本女性のあゆみ 総合女性史研究会編 2300 2000

吉川弘文館 4642023740 古代・中世の家族と女性 西村汎子 品切れ 2002

吉川弘文館 4642013987 日本家族史論集8／婚姻と家
族・親族

義江明子編 品切れ 2002

吉川弘文館 4642024563 日本古代女性史論 義江明子 9500 2007

吉川弘文館 4642056274 家族の古代史―恋愛・結婚・
子育て

梅村恵子 品切れ 2007

吉川弘文館 4642756273 家族の古代史―恋愛・結婚・
子育て

梅村恵子 2300＊ 2019

吉川弘文館 4642057905 古代の女性官僚―女官の出
世・結婚・引退

伊集院葉子 1800 2014

山川出版社 4634541603 日本史リブレット／古代・中世
の女性と仏教

勝浦令子 800 2003

塙書房 4827312928 日本古代女性史の研究 関口裕子 8500 2018

塙書房 4827330984 女性と穢れの歴史 成清弘和 品切れ 2003

塙書房 4827312256 伊勢斎宮の歴史と文化 榎村寛之 3200 2009

東京大学出版会 4130260602 ジェンダーの日本史（上）宗教
と民俗　身体と性愛

脇田晴子・S. B. ハン
レー編

9000 1994

東京大学出版会 4130260619 ジェンダーの日本史（下）主体
と表現　仕事と生活

脇田晴子・S. B. ハン
レー編

8600 1995

中公新書 4121010032 平安朝の母と子―貴族と庶民
の家族生活史

服藤早苗 品切れ 1991

中公新書 4121012401 平安朝の女と男―貴族と庶民
の性と愛

服藤早苗 品切れ 1995

中公新書 4121020444 平安朝の父と子―貴族と庶民
の家と養育

服藤早苗 品切れ 2010

15分で読む　平安時代の女性たち　ブックガイド

＊ オンデマンド版
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出版社 ISBN（978） 書名 著者名 本体
価格 刊行

大阪大学出版会 4872597783〈ひと〉から問うジェンダーの
世界史　第2巻／「社会」は
どう作られるか？―家族・
制度・文化

姫岡とし子・久留島典
子・小野仁美　編

2400 2023

集英社インター
ナショナル

4797680836 新書版 性差（ジェンダー）の日
本史

国立歴史民俗博物館監
修、「性差の日本史」
展示プロジェクト 
編

840 2021

千代田書房 4806430063 平安時代後宮及び女司の研究 須田春子 品切れ 1982
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現
在
、
一
般
社
団
法
人
日
本
出
版
イ
ン
フ
ラ
セ
ン
タ
ー（
以
下
、
J
P
O
）
に
は
業
界
イ
ン
フ
ラ
の
実
務
を
担
う

管
理
セ
ン
タ
ー
が
4
つ
あ
り
ま
す
。

　
I
S
B
N
コ
ー
ド
の
国
際
規
約
に
基
づ
い
て
、
そ
の
付
与
を
行
う
日
本
図
書
コ
ー
ド
管
理
セ
ン
タ
ー
、
書
誌

情
報
を
出
版
社
か
ら
収
集
し
、
書
店
・
取
次
等
に
配
信
し
て
い
る
出
版
情
報
登
録
セ
ン
タ
ー
、
雑
誌
コ
ー
ド
の
管

理
を
行
う
雑
誌
コ
ー
ド
管
理
セ
ン
タ
ー
、
そ
し
て
出
版
社
が
営
業
、
販
売
促
進
を
行
う
上
で
必
要
不
可
欠
な
情
報

で
あ
る
書
店
情
報
を
収
集
、
管
理
す
る
書
店
マ
ス
タ
管
理
セ
ン
タ
ー
の
4
つ
で
す
。

　
書
店
マ
ス
タ
管
理
セ
ン
タ
ー
は
そ
の
前
身
と
し
て
1
9
9
9
年
に
出
版
社
有
志
の
任
意
団
体
と
し
て
設
立

し
ま
し
た
。
こ
の
時
期
、
日
本
経
済
全
体
と
し
て
は
1
9
9
0
年
代
に
入
り
バ
ブ
ル
崩
壊
後
の
低
迷
期
に
入

り
、
長
期
に
わ
た
る
不
景
気
と
な
り
ま
し
た
が
、
出
版
業
界
は
売
上
高
の
ピ
ー
ク
を
1
9
9
6
年
に
迎
え
、

1
9
9
7
年
の
消
費
税
増
税
に
伴
う
個
人
消
費
の
鈍
化
と
と
も
に
、
少
し
ず
つ
売
上
規
模
が
下
が
っ
て
く
る
と

い
う
状
況
を
迎
え
た
こ
ろ
と
な
り
ま
す
。

　
そ
れ
ま
で
本
の
売
上
を
把
握
す
る
方
法
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
ス
リ
ッ
プ
と
呼
ば
れ
る
売
上
カ
ー
ド
の
集
計
を

｜
書
店
現
場
か
ら
｜

共
有
書
店
マ
ス
タ
の
活
動
、
こ
れ
ま
で
、
こ
れ
か
ら

古
澤
亘 （
新
潮
社
、
書
店
マ
ス
タ
管
理
委
員
会
委
員
長
）
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月
に
一
度
や
年
に
一
度
、
そ
れ
も
文
庫
や
書
籍
と
い
っ
た
大
き
な
ジ
ャ
ン
ル
単
位
で
の
カ
ウ
ン
ト
を
各
社
が
実
施

し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
後
、
ス
リ
ッ
プ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
I
S
B
N
コ
ー
ド
の
O
C
R
フ
ォ
ン
ト
を
デ
ー
タ

化
す
る
と
い
う
手
法
が
生
ま
れ
、
大
手
版
元
が
特
定
の
書
店
に
つ
い
て
毎
日
売
上
カ
ー
ド
を
回
収
、
集
計
、
デ
ー

タ
化
す
る
と
い
う
運
用
を
開
始
し
ま
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
何
と
な
く
売
れ
て
い
る
と
か
、
書
店
か
ら
の
注
文
が
多

い
と
い
っ
た
肌
感
覚
や
経
験
的
な
観
測
を
基
に
し
た
重
版
検
討
か
ら
、
実
際
に
ど
の
書
店
で
ど
れ
く
ら
い
売
れ
て

い
る
の
か
と
い
っ
た
今
で
は
当
た
り
前
の
売
上
分
析
に
基
づ
く
重
版
検
討
が
こ
の
こ
ろ
本
格
化
し
た
の
で
す
。

　
大
手
出
版
社
で
あ
れ
ば
そ
う
し
た
デ
ー
タ
化
を
行
う
こ
と
も
自
力
で
可
能
で
す
。
一
方
で
多
く
の
出
版
社
は
コ

ス
ト
の
面
、
あ
る
い
は
人
手
の
問
題
も
含
め
て
大
手
同
様
の
作
業
を
行
う
こ
と
が
難
し
い
な
か
、
こ
の
業
界
の
最

も
す
ば
ら
し
い
点
で
あ
り
ま
す
が
、
同
じ
目
的
、
つ
ま
り
書
店
を
通
じ
て
売
れ
る
べ
き
本
を
し
っ
か
り
と
読
者
の

も
と
に
届
け
る
と
い
う
目
的
の
た
め
に
ラ
イ
バ
ル
で
あ
る
出
版
社
同
士
が
協
力
し
あ
う
土
壌
が
あ
り
、
売
上
デ
ー

タ
を
出
版
社
が
共
同
で
取
得
し
配
信
す
る
と
い
う
仕
組
み
を
私
た
ち
の
先
輩
は
構
築
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
、
現
在
、

出
版
P
O
S
と
い
う
シ
ス
テ
ム
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
シ
ス
テ
ム
構
築
に
お
い
て
商
品
の
コ
ー
ド
は
す

で
に
I
S
B
N
コ
ー
ド
が
あ
り
共
通
化
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
ど
こ
で
売
れ
た
か
と
い
う
書
店
を
表
す
コ
ー
ド

が
そ
れ
ま
で
は
販
売
会
社
が
使
う
番
線
コ
ー
ド
、
あ
る
い
は
出
版
社
が
個
別
に
報
奨
金
の
支
払
い
や
配
本
ラ
ン
ク

の
設
定
に
使
っ
て
い
た
自
社
の
コ
ー
ド
で
し
た
。
そ
う
し
た
コ
ー
ド
は
複
数
の
出
版
社
が
共
同
し
て
使
う
コ
ー
ド

と
し
て
は
不
備
が
あ
り
、
こ
れ
を
解
消
す
る
た
め
書
店
を
ユ
ニ
ー
ク
な
コ
ー
ド
で
管
理
を
す
る
た
め
の
書
店
マ
ス

タ
を
業
界
の
イ
ン
フ
ラ
と
し
て
構
築
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
出
版
社
間
で
共
通
の
書
店
コ
ー
ド
を
作
る
た
め
、
出
版
P
O
S
の
前
身
で
あ
る
P‒

N
E
T
の
幹
事
社
を
中

心
に
筑
摩
書
房
の
田
中
達
治
さ
ん
を
代
表
世
話
人
と
し
て
、
集
英
社
、
小
学
館
、
講
談
社
、
角
川
書
店（
現；
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K
A
D
O
K
A
W
A
）、
文
藝
春
秋
、
光
文
社
、
学
習
研
究
社（
現：

G
a
k
k
e
n
）、
中
央
公
論
新
社
、
太
田
出
版
、

草
思
社
、
主
婦
の
友
社
、
弊
社
が
世
話
人
社
と
な
り
前
述
し
た
「
共
有
書
店
マ
ス
タ
ユ
ー
ザ
ー
会
」
が
発
足
し
ま

し
た
。

　
会
費
徴
収
や
更
新
マ
ス
タ
デ
ー
タ
の
配
信
な
ど
の
事
務
を
三
菱
総
研
D
C
S（
現
在
は
株
式
会
社
イ
ン
テ
ー
ジ
テ
ク

ノ
ス
フ
ィ
ア
が
担
当
）
に
、
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
管
理
は
一
ツ
橋
企
画
に
業
務
委
託
す
る
形
で
ス
タ
ー
ト
し
現
在
に
至

り
ま
す
。

　
そ
の
当
時
の
、
書
店
の
い
わ
ば
台
帳
管
理
と
し
て
は
ア
ル
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
調
査
会
社
の
書
店
名
簿
が
あ
り
、

こ
れ
を
元
に
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
業
界
の
も
の
と
す
る
と
い
う
案
も
あ
り
ま
し
た
が
、
上
記
の
有
志
で
検
討
し

た
結
果
、
一
ツ
橋
企
画
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
使
用
す
る
こ
と
を
決
め
ま
し
た
。

　
一
ツ
橋
企
画
は
集
英
社
の
書
店
マ
ス
タ
デ
ー
タ
を
保
守
し
て
お
り
、
す
で
に
広
範
な
書
店
の
デ
ー
タ
が
コ
ー
ド

管
理
を
含
め
て
効
率
的
に
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
取
次
番
線
コ
ー
ド
と
も
関
連
付
け
さ
れ
て

お
り
実
務
を
行
う
上
で
各
出
版
社
自
社
の
書
店
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
と
の
連
携
が
し
や
す
か
っ
た
こ
と
、
新
規
店
の
出

品
依
頼
が
ほ
ぼ
必
ず
集
英
社
に
は
集
ま
る
こ
と
や
実
際
に
営
業
部
員
が
収
集
し
て
い
る
開
閉
店
の
情
報
が
随
時
更

新
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
決
め
手
と
な
り
ま
し
た
。

　
当
然
、
初
期
投
資
の
費
用
が
か
か
り
ま
し
た
が
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
コ
ス
ト
を
含
め
て
出
版
社
が
売
上
高
に
応
じ
て

傾
斜
配
分
で
費
用
を
負
担
す
る
と
い
う
こ
と
で
運
営
可
能
な
形
に
し
ま
し
た
。

　
現
在
で
は
毎
月
の
負
担
金
は
9
5
0
0
円
＋
税
で
一
律（
J
P
O
会
員
社
は
会
員
負
担
金
に
含
め
る
）で
す
が
、
当
時

は
大
手
出
版
社
の
負
担
は
毎
月
数
十
万
円
を
大
き
く
超
え
る
金
額
で
、
こ
れ
を
何
と
か
出
版
社
一
律
の
料
金
負
担

に
し
た
い
と
い
う
の
が
当
時
の
代
表
世
話
人
で
あ
る
田
中
達
治
さ
ん
の
目
標
で
し
た
。
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も
う
一
つ
の
大
き
な
役
割
が
、
書
店
へ
の
F
A
X
送
信
に
際
し
て
、
そ
れ
ま
で
各
社
が
管
理
し
て
い
た
F
A
X

番
号
を
書
店
マ
ス
タ
管
理
セ
ン
タ
ー
内
で
管
理
す
る
こ
と
で
す
。
F
A
X
は
大
き
な
販
促
手
段
で
あ
り
、
そ
の
た

め
各
社
が
自
社
で
F
A
X
番
号
を
管
理
す
る
と
い
う
作
業
は
大
き
な
負
担
で
し
た
。

　
そ
れ
が
書
店
マ
ス
タ
管
理
セ
ン
タ
ー
に
て
F
A
X
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
を
収
集
す
る
こ
と
で
、
各
社
で
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
を
す
る
必
要
が
な
く
な
り
、
番
号
違
い
に
よ
る
誤
送
信
を
防
ぐ
こ
と
が
可
能
に
な
り
ま
し
た
。

　
ま
た
、
s‒
boo
k
．net
、
We
b
ま
る
こ
、
Boo
k
イ
ン
タ
ラ
ク
テ
ィ
ブ
と
い
っ
た
書
店
向
け
発
注
サ

イ
ト
の
ロ
グ
イ
ン
I
D
と
し
て
共
有
書
店
コ
ー
ド
が
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
こ
う
し
て
J
P
O
が
出
来
る
2
0
0
2
年
以
前
か
ら
書
店
マ
ス
タ
は
書
店
と
そ
の
売
上
を
デ
ー
タ
化
し
、
業

界
の
売
上
増
、
返
品
減
と
い
っ
た
諸
問
題
に
対
応
す
る
べ
く
出
版
社
が
共
同
で
活
動
し
て
き
た
の
で
す
。

　
そ
の
活
動
を
通
じ
、
2
0
0
7
年
に
出
版
社
有
志
の
任
意
団
体
か
ら
有
限
責
任
中
間
法
人
と
し
て
法
人
化（
の

ち
に
一
般
社
団
法
人
）し
、
2
0
0
9
年
に
J
P
O
の
委
員
会
と
し
て
加
盟
す
る
こ
と
と
な
り
現
在
に
至
り
ま
す
。

　
数
十
社
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
た
共
有
書
店
マ
ス
タ
ユ
ー
ザ
ー
会
は
、
有
限
責
任
中
間
法
人
を
設
立
し
た
際
に
は
加

盟
版
元
が
2
6
8
社
と
な
り
、
そ
し
て
今
日
、
加
盟
版
元
は
4
0
0
社
を
超
え
、
当
初
の
目
標
で
あ
る
一
律
の

利
用
料
金
も
実
現
し
て
い
ま
す
。

　
現
在
、
書
店
マ
ス
タ
の
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に
は
店
舗
を
構
え
る
書
店
、
外
商
や
営
業
所
、
チ
ェ
ー
ン
本
部
、
本
を

販
売
す
る
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、
Amazon
他
ネ
ッ
ト
書
店
、
限
定
的
で
す
が
電
子
書
籍
を
販
売
す
る
電

子
書
店
が
登
録
さ
れ
お
り
、
出
版
業
界
の
書
店
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
中
核
を
担
っ
て
き
ま
し
た
。

　
出
版
P
O
S
シ
ス
テ
ム
は
も
ち
ろ
ん
、
書
店
チ
ェ
ー
ン
が
開
示
す
る
売
上
・
在
庫
デ
ー
タ
の
シ
ス
テ
ム
の
一

部
に
は
す
で
に
共
有
書
店
コ
ー
ド
が
実
装
さ
れ
て
お
り
、
自
社
の
マ
ス
タ
や
ラ
ン
ク
デ
ー
タ
な
ど
と
突
き
合
わ
せ
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を
す
る
こ
と
で
、
よ
り
精
度
の
高
い
売
上
分
析
を
行
う
こ
と
が
今
日
で
は
当
た
り
前
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
現
在
J
P
O
で
は
よ
り
早
く
、
よ
り
多
く
、
よ
り
精
緻
に
出
版
社
が
書
誌
情
報
を
提
供
し
、
そ
れ
を
元
に
書

店
も
取
次
も
仕
入
れ
や
販
売
に
活
か
そ
う
と
い
う
考
え
を
共
通
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
。

　
J
P
R
O
お
よ
び
Boo
ks
P
R
O
を
活
用
す
る
こ
と
で
売
り
伸
ば
し
を
図
る
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
書

店
マ
ス
タ
管
理
セ
ン
タ
ー
は
大
手
取
次
と
の
直
接
の
取
引
が
な
い
、
い
わ
ゆ
る
独
立
系
書
店
も
含
め
て
登
録
し
、

そ
う
し
た
意
欲
あ
る
独
立
系
書
店
も
書
誌
情
報
・
販
促
情
報
に
接
す
る
機
会
を
拡
大
し
、
読
者
と
書
店
、
そ
し
て

本
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
を
サ
ポ
ー
ト
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
さ
ら
に
、
業
界
全
体
の
売
上
が
漸
減
し
て
い
く
な
か
、
出
版
社
も
書
店
も
従
来
か
ら
あ
る
販
売
チ
ャ
ネ
ル
以
外

の
さ
ま
ざ
ま
な
流
通
チ
ャ
ネ
ル
、
あ
る
い
は
本
以
外
の
商
材
を
扱
う
こ
と
も
多
く
な
り
、
販
売
条
件
も
多
種
多
様

に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
2
0
2
4
年
問
題
」
と
呼
ば
れ
る
流
通
業
界
の
問
題
は
も
ち
ろ
ん
、
出
版
流

通
自
体
が
大
き
な
危
機
に
も
直
面
し
て
い
る
な
か
で
、
R
F
I
D
の
装
着
、
売
上
開
示
シ
ス
テ
ム
の
さ
ら
な
る

発
展
、
新
出
版
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
見
直
し
と
い
っ
た
課
題
に
書
店
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
の
立
場
か
ら
業
界
イ
ン
フ
ラ
の

役
割
を
果
た
し
、
業
界
全
体
の
売
上
改
善
、
効
率
化
へ
の
貢
献
に
努
め
て
参
り
ま
す
の
で
、
一
層
の
ご
理
解
と
ご

支
援
を
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

 

古
澤
亘 （
ふ
る
さ
わ
わ
た
る
）　
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あ
る
日
、
ロ
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
大
統
領
が
、
こ
の
戦
争
を
ど
う

呼
ぶ
べ
き
か
、
公
に
提
案
を
求
め
ら
れ
た
と
、
私
に
い
っ
た
。

私
は
即
座
に
〝
不
必
要
な
戦
争
〞
だ
と
答
え
た
。
前
回
の
長
期

戦
に
よ
っ
て
甚
大
な
損
害
を
受
け
て
い
た
世
界
を
破
壊
し
尽
く

し
た
こ
の
戦
争
は
、
ど
ん
な
戦
争
よ
り
も
容
易
に
阻
止
で
き
た

は
ず
だ
っ
た
。
数
億
人
が
苦
難
と
犠
牲
を
強
い
ら
れ
、
正
当
な

大
義
が
勝
利
を
収
め
た
あ
と
も
、
平
和
や
安
全
保
障
を
確
保
で

き
ず
、
せ
っ
か
く
乗
り
越
え
た
危
機
よ
り
も
さ
ら
に
ひ
ど
い
危

機
の
罠
に
は
ま
っ
た
と
き
、
人
類
の
悲
劇
は
頂
点
に
達
し
た
。

過
去
に
つ
い
て
熟
慮
す
る
こ
と
が
、
今
後
の
歳
月
の
指
針
と
な

り
、
新
し
い
世
代
が
何
十
年
も
前
の
過
ち
を
修
復
し
て
、
人
間

が
ほ
ん
と
う
に
必
要
と
す
る
物
事
と
栄
華
に
則
り
、
未
来
に
お

ぞ
ま
し
い
光
景
が
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
の
を
抑
制
す
る
こ
と
を
、

私
は
心
の
底
か
ら
願
っ
て
い
る
。ウ

ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル

「
序
文
」（
一
九
四
八
年
三
月
）よ
り

　
こ
の
一
節
に
は
じ
め
て
触
れ
た
と
き
、
意
外
な
感
に
打
た
れ
た

こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
第
二
次
世
界
大
戦
は
、

日
本
を
含
む
交
戦
各
国
が
歴
史
上
も
っ
と
も
多
く
の
死
傷
者
を
出

し
て
よ
う
や
く
終
結
し
た
、
人
類
の
〈
宿
痾
的
な
〉
戦
争
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か

―
。
こ
ん
な
先
入
観
の
せ
い
で
し
ょ
う
か
。

連
合
国
側
の
指
導
者
の
ひ
と
り
だ
っ
た
チ
ャ
ー
チ
ル
が
「
不
必
要

な
戦
争
」
と
冒
頭
で
言
い
切
り
、
将
来
世
代
に
向
け
た
〈
戦
争
回

避
の
す
す
め
〉
と
も
と
れ
る
文
で
結
ん
で
い
る
点
に
惹
か
れ
、
１

巻
の
内
容
紹
介
文
に
引
用
し
ま
し
た
。

『﹇
完
訳
版
﹈　
第
二
次
世
界
大
戦
』（
全
６
巻
）

三
村
純 （
み
す
ず
書
房
編
集
部
）

｜
編
集
者
が
語
る
こ
の
叢
書
・
こ
の
シ
リ
ー
ズ
28
｜
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を
出
せ
、
な
お
か
つ
売
れ
行
き
と
反
響
も
と
も
に
良
く
、
ひ
と
ま

ず
胸
を
な
で
お
ろ
し
て
い
ま
す
。❖

　
こ
の
企
画
が
生
ま
れ
た
き
っ
か
け
は
、
三
年
前
の
二
〇
二
〇
年

秋
の
こ
と
。
チ
ャ
ー
チ
ル
の
代
表
作
を
新
訳
し
た
ら
ど
う
か
と
の

ご
提
案
を
伏
見
さ
ん
か
ら
頂
き
、
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
現
行
の

河
出
文
庫
の
四
巻
本
は
簡
約
版
の
翻
訳
で
あ
り
、
本
邦
初
の
完

訳
で
あ
る
毎
日
新
聞
社
版
の
『
第
二
次
大
戦
回
顧
録
』（
一
九
四
九

〜
五
四
年
）は
す
で
に
品
切
れ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。
そ

れ
な
ら
ば
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
か
ら
の
全
面
新
訳
を
や
り
ま
し
ょ
う

と
い
う
話
に
な
り
、
企
画
が
本
格
化
し
て
い
き
ま
し
た
。
映
画

「
ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
チ
ャ
ー
チ
ル
　
ヒ
ト
ラ
ー
か
ら
世
界
を
救
っ

た
男
」（
Ｇ
・
オ
ー
ル
ド
マ
ン
主
演
）
や
「
チ
ャ
ー
チ
ル
　
ノ
ル
マ
ン

デ
ィ
ー
の
決
断
」（
Ｂ
・
コ
ッ
ク
ス
主
演
）
を
二
〇
一
八
年
の
公
開
時

に
前
後
し
て
劇
場
で
観
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
チ
ャ
ー
チ
ル
像
に
感

銘
を
受
け
て
い
た
の
で
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
さ
ら
に
知
り
た
い

と
い
う
個
人
的
な
好
奇
心
も
後
押
し
し
ま
し
た（
ち
な
み
に
、
本
シ

リ
ー
ズ
を
お
読
み
い
た
だ
く
と
、
こ
れ
ら
の
映
画
と
は
ま
た
違
う
チ
ャ
ー
チ

ル
の
顔
が
見
え
て
く
る
の
で
、
鑑
賞
の
愉
し
み
が
さ
ら
に
増
し
ま
す
）。

　
今
年
八
月
、
こ
の
序
文
で
は
じ
ま
る
Ｗ
・
チ
ャ
ー
チ
ル
の
主
著

『
第
二
次
世
界
大
戦
』
第
１
巻
の
刊
行
に
、
お
よ
そ
三
年
越
し
で

漕
ぎ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
大
戦
中
に
英
国
首
相
を
務
め

た
チ
ャ
ー
チ
ル
み
ず
か
ら
に
よ
る
回
顧
録
全
６
巻
を
、
翻
訳
者
の

伏
見
威
蕃
さ
ん
に
よ
る
単
独
訳
で
毎
夏
１
巻
ず
つ
、
二
〇
二
八
年

ま
で
か
け
て
出
し
て
い
く
六
年
が
か
り
の
企
画
で
す
。
一
九
四
八

〜
五
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
英
語
原
著
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
版
か
ら
の
全

訳
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
、
シ
リ
ー
ズ
名
に
は
「
完
訳
版
」
と

謳
い
ま
し
た
。
奇
し
く
も
今
年
は
チ
ャ
ー
チ
ル
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学

賞
を
受
賞
し
て
か
ら
七
〇
年
に
あ
た
り
、
節
目
の
年
に
最
初
の
巻

第１巻のカバー
（～2028年 毎夏１巻ずつ刊行予定）



編集者が語るこの叢書・このシリーズ23

❖

　
第
１
巻
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
の
終
結
か
ら
筆
を
起
こ
し
、
戦

間
期
の
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
を
経
て
新
た
な
大
戦
が
勃
発
、
チ
ャ
ー

チ
ル
が
海
軍
卿（
＝
大
臣
）
に
就
任
し
、
一
九
四
〇
年
五
月
に
首
相

に
就
任
す
る
ま
で
が
語
ら
れ
ま
す
。
完
訳
版
に
は
、
文
庫
版
に
は

な
い
演
説
や
書
簡
の
ほ
か
、
チ
ャ
ー
チ
ル
が
部
下
や
同
僚
に
実
際

に
送
っ
た
各
種
の
指
示
書
や
意
見
書
が
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら

を
通
じ
て
、
戦
争
の
具
体
相
を
よ
り
生
々
し
く
と
ら
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

　
と
き
に
重
厚
で
、
と
き
に
流
麗
な
演
説
や
、
随
所
に
英
国
人
な

ら
で
は
の
諧
謔
が
に
じ
む
チ
ャ
ー
チ
ル
の
名
文
を
、
伏
見
さ
ん
が

　
版
権
の
交
渉
が
終
わ
り
、
翻
訳
・
編
集
作
業
も
順
調
に
進
ん
で

い
た
さ
な
か
の
二
〇
二
二
年
二
月
に
、
ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ

ナ
侵
攻
が
起
き
ま
し
た
。
当
初
の
企
画
意
図
は
、
あ
く
ま
で
古
典

名
著
の
新
訳
で
し
た
の
で
、
こ
の
侵
攻
に
関
連
し
て
第
二
次
世
界

大
戦
や
チ
ャ
ー
チ
ル
の
言
葉
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
た
び
に
、

戦
争
便
乗
企
画
と
と
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
の
危
惧
も
覚
え
ま

し
た
。
深
刻
化
す
る
状
況
を
前
に
、
打
ち
出
し
方
に
つ
い
て
思
案

し
ま
し
た
が
、
時
代
ご
と
の
状
況
の
な
か
で
読
ま
れ
る
の
が
古
典

の
常
と
思
い
至
り
、
あ
く
ま
で
新
訳
企
画
と
し
て
売
り
出
し
、
最

終
的
な
読
み
方
は
読
者
の
み
な
さ
ん
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
に
し
ま
し

た
。
時
々
の
状
況
に
新
た
な
光
を
当
て
る
古
典
の
効
用
を
、
本
作

か
ら
も
感
じ
と
っ
て
い
た
だ
け
た
ら
幸
い
で
す
。
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し
た（
余
談
な
が
ら
、
同
じ
く
伏
見
氏
が
新
訳
し
た
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家
Ｊ
・

ス
タ
イ
ン
ベ
ッ
ク
の
『
怒
り
の
葡
萄
』﹇
新
潮
文
庫
﹈
も
、
作
品
の
迫
力
を
引

き
出
す
名
訳
で
す
の
で
ぜ
ひ
）。

　
装
丁
は
、
東
野
圭
吾
作
品
か
ら
『
暁
の
宇
品
』（
堀
川
惠
子
・
著
）

と
い
っ
た
歴
史
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ま
で
を
手
が
け
る
練
達
の
デ

ザ
イ
ナ
ー
・
岡
孝
治
さ
ん
に
お
願
い
し
ま
し
た
。「
古
め
か
し
く

な
く
、
か
つ
重
厚
感
も
出
し
た
い
」
と
い
う
わ
が
ま
ま
な
依
頼
を

汲
ん
で
く
だ
さ
り
、
落
ち
着
き
と
新
鮮
さ
が
同
居
す
る
仕
上
が
り

に
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
各
巻
の
背
表
紙
に
一
枚
の
写
真
を
切

り
分
け
て
配
し
、
６
巻
そ
ろ
え
る
と
写
真
も
完
成
す
る
よ
う
に
し

た
の
も
岡
さ
ん
の
ア
イ
デ
ア
で
す
。
全
巻
そ
ろ
う
と
上
の
写
真
の

よ
う
に
な
る
予
定
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
完
結
を
愉
し
み
に
お
待
ち
い

た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
シ
リ
ー
ズ
最
初
の
巻
を
盛
り
上
げ
た
く
、
１
巻
の
オ
ビ
へ
の
推

薦
文
を
、
経
営
学
者
の
野
中
郁
次
郎
先
生
と
地
球
科
学
者
の
鎌
田

浩
毅
先
生
の
お
ふ
た
り
に
お
願
い
し
、
ご
快
諾
い
た
だ
き
ま
し
た
。

と
も
に
チ
ャ
ー
チ
ル
の
フ
ァ
ン
を
公
言
さ
れ
、
熱
心
な
読
者
が

多
く
、
か
つ
ご
専
門
も
異
な
る
お
ふ
た
り
に
強
く
推
し
て
い
た

だ
け
た
こ
と
で
、
新
訳
で
読
ん
で
み
た
い
と
い
う
読
者
を
新
た
に

獲
得
で
き
た
と
感
じ
ま
す
。
な
お
、
こ
こ
で
ご
紹
介
し
た
装
丁
と

全６巻をそろえた際の予想図

巧
み
に
日
本
語
に
変
換
し
て
お
り
、
読
ん
で
い
る
と
、
ま
る
で

チ
ャ
ー
チ
ル
の
傍
ら
で
そ
の
肉
声
に
耳
を
傾
け
て
い
る
よ
う
な
気

が
し
て
き
ま
す
。
原
文
に
照
ら
し
て
読
む
こ
と
で
、
一
層
深
く
訳

文
の
妙
味
を
味
わ
え
た
の
は
、
編
集
作
業
の
醍
醐
味
の
ひ
と
つ
で
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推
薦
文
は
、
小
社
の
特
設
サ
イ
ト（https://w

w
w.m
sz.co.jp/special 

/09631/
）か
ら
も
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。

❖

　
本
書
は
あ
く
ま
で
ひ
と
り
の
政
治
家
が
書
い
た
回
顧
録
で
あ

り
、
最
新
の
研
究
成
果
や
学
知
が
詰
ま
っ
た
人
文
書
と
は
異
な
り

ま
す
。
ま
た
、
客
観
性
に
も
留
保
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
い
っ
ぽ
う
で
、
難
局
に
当
た
っ
た
当
事
者
な
ら
で
は
の
実
践

知
を
じ
か
に
味
わ
え
る
点
で
は
得
が
た
い
書
物
で
す
。
他
の
回

顧
録
や
研
究
書
と
読
み
比
べ
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
大
戦
の
実
態

が
よ
り
つ
ぶ
さ
か
つ
立
体
的
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
で
す
。

当
時
の
日
本
の
交
戦
国
だ
っ
た
連
合
国
指
導
者
と
し
て
の
叙
述
も
、

異
な
る
視
点
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
現
在
も
世
界
を
覆
う
〈
戦

争
と
平
和
〉
の
問
題
を
考
え
る
う
え
で
も
示
唆
に
富
む
書
物
で
あ

り
、
日
々
私
た
ち
が
直
面
す
る
大
小
の
困
難
を
打
開
す
る
ヒ
ン
ト

も
、
も
し
か
し
た
ら
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
長
大
な
作
品

で
は
あ
り
ま
す
が
、
チ
ャ
ー
チ
ル
一
流
の
語
り
口
に
な
じ
ん
で
く

れ
ば
、
意
外
な
ほ
ど
楽
に
読
み
進
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
著
者
の
見
解
に
必
ず
し
も
同
意
で
き
な
い
点
が
あ
る
と
し

て
も
、
そ
れ
ら
も
含
め
て
、
チ
ャ
ー
チ
ル
と
の
対
話
を
愉
し
ん
で

い
た
だ
け
た
ら
と
願
っ
て
い
ま
す
。

❖

　
ま
ず
は
１
巻
を
刊
行
で
き
た
も
の
の
、
あ
と
５
巻
、
つ
ま
り
五

年
間
は
作
業
が
続
き
ま
す
。
先
は
長
い
も
の
の
、
来
年
二
〇
二
四

年
は
チ
ャ
ー
チ
ル
生
誕
一
五
〇
年
、
翌
二
五
年
は
チ
ャ
ー
チ
ル
没

後
六
〇
年
・
第
二
次
世
界
大
戦
終
結
八
〇
年
と
、
関
連
の
イ
ベ
ン

ト
が
続
き
ま
す
。
そ
れ
ら
の
力
も
借
り
つ
つ
、
読
者
の
み
な
さ
ん

に
愛
さ
れ
る
新
訳
シ
リ
ー
ズ
と
な
る
よ
う
、
完
結
ま
で
力
を
尽
く

し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

〈
続
刊
予
定
〉

第
２
巻
　 

彼
ら
の
最
良
の
と
き（Their Finest H

our

） 

二
〇
二
四
年
夏

第
３
巻
　
大
同
盟（The G

rand Alliance

）　
二
〇
二
五
年
夏

第
４
巻
　
運
命
の
枢
機（The H

inge of Fate

）　
二
〇
二
六
年
夏

第
５
巻
　
攻
略
の
拡
大（C

losing the Ring

）　
二
〇
二
七
年
夏

第
６
巻
　 
凱
旋
と
惨
禍（Trium

ph and Tragedy

） 
二
〇
二
八
年
夏
＝
完
結

（
副
書
名
は
仮
、
刊
行
時
期
は
予
定
で
す
）
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 社　名 担当者 〒 住　所 電　話 FAX

大 月 書 店 佐藤　信治 113-0033 文京区本郷2-27-16 2F 3813-4651 3813-4656
紀 伊 國 屋 書 店 段塚　省吾 153-8504 目黒区下目黒3-7-10 6910-0519 6420-1354
慶應義塾大学出版会 乙子　　智 108-0073 港区三田2-17-31 3451-6926 3451-3124
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晶 文 社 福士篤太郎 101-0051 千代田区神田神保町1-11 3518-4940 3518-4944
誠 信 書 房 郡司　恵太 112-0012 文京区大塚3-20-6 3946-5666 3945-8880
青 土 社 森　　卓巳 101-0064 千代田区神田猿楽町2-1-1 3294-7829 3294-8035
   浅田ビル1F
創 元 社 水口　大介 101-0051 千代田区神田神保町1-2 6811-0662 3219-7800 
   田辺ビル
筑 摩 書 房 河内　秀憲 111-8755 台東区蔵前2-5-3 5687-2680 5687-2685
東京大学出版会 澤畑　　塁 153-0041 目黒区駒場4-5-29 6407-1069 6407-1991
日本評論社（休会中） 　　　　　 170-8474 豊島区南大塚3-12-4 3987-8621 3987-8590
白 水 社 岩野　忠昭 101-0052 千代田区神田小川町3-24 3291-7811 3291-8448
平 凡 社 栗生　圭子 101-0051 千代田区神田神保町3-29 3230-6572 3230-6587
法政大学出版局 三木　　拓 102-0073 千代田区九段北3-2-3 5214-5540 5214-5542
   法政大学九段校舎1F
み す ず 書 房 片桐　幹夫 113-0033 文京区本郷2-20-7 3814-0131 3818-6435
ミネルヴァ書房 本橋　弘行 101-0062 千代田区神田駿河台3-6-1 3525-8460 3525-8461
   菱和ビルディング2F 
吉 川 弘 文 館 片山　伸治 113-0033 文京区本郷7-2-8 3813-9151 3812-3544

代表幹事 片桐幹夫 
会計幹事 片山伸治
書記幹事 水口大介
 《◎委員長（幹事）　○副委員長》
販売・企画委員会 ◎吉岡　聡　○段塚省吾・佐藤信治・福士篤太郎・郡司恵太・栗生圭子
調査・研修委員会 ◎森　卓巳　○澤畑　塁・束原亮佑・河内秀憲
広報委員会 ◎岩野忠昭　○乙子　智・三木　拓・本橋弘行

人文会ホームページ　http://www.jinbunkai.com/
（各種情報／各社へのリンクはこちらからどうぞ）



人文会X（旧Twitter）開設のお知らせ

　このたび人文会ではX（旧Twitter）アカウントを開設しました。

アカウント　@jinbunkai
https://twitter.com/jinbunkai

　本会の活動やさまざまな情報を発信していきます。公式サイトよりもス
ピーディーに、また異なる視点からお伝えしていきたいと思っていますので、
是非フォローや投稿のシェアをお願いします。



	

東京都文京区大塚 3-20-6
Tel 03-3946-5666          

人を動かす七つの原理
影響力の武器影響力の武器［新版］［新版］

言葉にとらわれた身体言葉にとらわれた身体

エレーヌ・ボノー 著 福田大輔 監訳 阿部又一郎 訳 
森 綾子 訳　現代ラカン派の中心的な分析家の
ひとりによる、希少な精神分析事例集。精神
分析はどのように身体に取り組むのか、いか
なる場所が身体に与えられるのか等を、詳細
な事例提示によって論証する。　　3960円

ロバート・Ｂ・チャルディーニ 著 社会行動研究会 監訳
人を動かす６つの原理を導き出した、社会
心理学の不朽の名著が満を持して登場！
世界を動かす影響力の原理とは。3190円

風景構成法の現在風景構成法の現在（いま）（いま）

皆藤 章・浅田剛正 編　風景構成法の第一人
者である編者を中心に、最新の理論と事例
研究を結集し、半世紀以上にわたる風景構
成法の到達点と今後の指針を示す。4950円

現代ラカン派精神分析事例集
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〈
悪
の
凡
庸
さ
〉を
問
い
直
す

万
国
の
労
働
者
、団
結
せ
よ
！

マ
ル
ク
ス
と

第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
闘
い

【編著】田野大輔
 小野寺拓也【監訳】結城剛市

【著】 マルチェロ・ムスト

2,640円（税込）【定価】4,840円（税込）【定価】

職
務
に
忠
実
な
だ
け
の
"凡
庸
な
役
人"

、上
か
ら
の
命
令
を
伝
達
す

る
"歯
車"

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
広
く
受
容
さ
れ
て
い
る
、ア
ー
レ
ン
ト
の

〈
悪
の
凡
庸
さ
〉概
念
。そ
の
妥
当
性
や
意
義
を
め
ぐ
り
、ア
ー
レ
ン
ト

研
究
者
と
ド
イ
ツ
史
研
究
者
が
真
摯
に
語
り
合
う
。

マ
ル
ク
ス
が
主
導
し
た
国
際
労
働
者
協
会（
第
一
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
）

の
決
議
文
や
演
説
を
編
纂
・
解
説
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