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俗

学

交社 の

飲
み
物
の
価
値
は
何
だ
ろ
う
か 。

特
に
社
交
に
お

け
る
飲
み
物
が
持
つ
役
割
と
は
何
だ
ろ
う
か 。

最
近

は
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る 。

私
は
か
つ
て
清
涼
飲
料
水
の
商
品
開
発
に
携
わ
っ

て
い
た 。

日
々

、

試
作
品
を
試
飲
・

解
析
し 、

お
客
様

に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
商
品
を
科
学
的
に
探
求
し
て

き
た 。

す
る
と 、

い
つ
し
か
飲
み
物
を
分
析
的
に
飲

む
ク
セ
が
つ
い
て
し
ま
っ

た 。

新
し
い
商
品
を
購
入

し
た
と
き 、

こ
の
味
は
ど
の
よ
う
な
原
材
料
で
構
成

さ
れ
て
い
る
の
か 、

自
分
だ
っ

た
ら
ど
う

設
計
す
る

か
と
考
え
て
し
ま
う 。

ま
さ
に
「
職
業
病」

で
あ
る 。

社
交
を
大
切
に
す
る
文
化
財
団
の
会
議
で
は 、

飲

み
物
が
持
つ
科
学
的
な
役
割
を
超
え
た
魅
力
に
つ
い

て
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る 。

侃
々
誇
々
の
議
論
を

ふ
と
落
ち
着
か
せ
る
コ
ー
ヒ
ー 、

気
持
ち
を
晴
れ
や
か

に
し
て
く
れ
る
ビ
ー

ル
、

忌
憚
の
な
い
話
を
支
え
て

く
れ
る
ワ
イ
ン
や
ウ
イ
ス
キ
ー 、

流
行
り
の
ノ
ン
ア

ル
カ
ク
テ
ル
な
ど 、

傍
ら
に
は
い
つ
も
飲
み
物
が
あ

る 。

社
交
が
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
か
ら
新
た
な
価

値
を
生
み
出
す
化
学
反
応
で
あ
る
な
ら
ば 、

飲
み
物

は
社
交
を
活
性
化
さ
せ
る
触
媒
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

科
学
的
に
飲
み
物
を
と
ら
え
る
だ
け
で
な
く 、

消

費
現
場
で
の
感
情
を
伴
っ

た
人
と
人
と
の
つ
な
が
り 、

社
交
の
中
で
飲
み
物
を
と
ら
え
る 。

そ
ん
な
当
た
り

前
の
こ
と
を
再
認
識
し 、

初
心
に
返
る
気
持
ち
が
し
た 。
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当
欄
で
昨
今
の
文
芸
界
に
お
け
る
女
性
優
位
を
取
り
上
げ
た
が
、
修
正
が
必

要
か
も
し
れ
な
い
。
上
下
巻
の
﹃
奥
野
健
男
文
芸
時
評
﹄（
河
出
書
房
新
社
）

の
﹁
上
﹂（
一
九
七
六
~
八
三
）
を
読
む
と
、
女
流
の
作
を
丹
念
に
論
じ
、﹁
今

は
女
流
作
家
全
盛
時
代
、
小
説
は
女
性
に
向
い
て
い
る
﹂
と
ま
で
書
い
て
い

る
。
す
で
に
四
十
年
以
上
も
前
、
そ
の
隆
盛
は
顕
著
な
で
き
ご
と
だ
っ
た
。

高
橋
た
か
子
、
富
岡
多
惠
子
、
芝
木
好
子
、
津
島
佑
子
、
増
田
み
ず
子
、
津

村
節
子
、
吉
行
理
恵
、
森
瑤
子
、
中
沢
け
い
な
ど
の
名
が
よ
く
挙
が
り
、
た
し

か
に
活
気
を
感
じ
る
。
男
性
で
は
村
上
龍
、
村
上
春
樹
登
場
の
時
代
だ
っ
た
。

同
じ
く
頻
出
す
る
の
が
中
里
恒
子
。
昭
和
初
年
よ
り
作
品
を
発
表
し
始
め
、
じ

つ
は
女
性
初
の
芥
川
賞
受
賞
者
（
一
九
三
九
年
﹁
乗
合
馬
車
﹂）
だ
っ
た
。

私
は
最
近
に
な
っ
て
、
講
談
社
文
芸
文
庫
収
録
の
﹃
歌
枕
﹄
を
読
ん
で
驚
い

た
。
あ
ま
り
に
良
く
て
、
姿
勢
を
正
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。
か
つ
て
大
店
の
主
人
・

鳥
羽
は
骨
董
に
身
代
を
蕩
尽
し
、
店
も
家
庭
も
捨
て
て
下
働
き
の
若
い
女
性
・

や
す
と
市
井
の
片
隅
で
ひ
っ
そ
り
暮
ら
す
。
女
は
男
に
何
も
求
め
な
い
。﹁
鳥
羽

の
ま
わ
り
か
ら
、
や
す
は
、
自
分
の
色
を
全
部
消
し
た
い
と
思
っ
た
﹂。
し
か
し
、

物
語
の
早
い
段
階
で
、
鳥
羽
は
脳
溢
血
で
倒
れ
、
あ
っ
さ
り
退
場
し
て
し
ま
う
。

亭
主
で
も
旦
那
で
も
な
い
男
の
亡
き
あ
と
、
身
寄
り
な
く
一
人
で
生
き
る
女

性
の
立
ち
居
振
る
舞
い
が
、
男
の
思
い
出
と
と
も
に
叙
述
さ
れ
敢
然
と
す
る
と

こ
ろ
が
な
い
。
思
え
ば
映
画
化
さ
れ
た
こ
と
で
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
る
﹃
時

雨
の
記
﹄
も
婚
姻
関
係
に
な
い
男
を
愛
し
喪
う
話
だ
っ
た
。
中
里
恒
子
は
い
い

ぞ
と
、
し
ば
ら
く
太
鼓
を
叩
い
て
触
れ
回
る
つ
も
り
で
い
る
。

岡
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﹈
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﹇
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﹇
30
﹈

甲
斐
扶
佐
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﹈
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ー
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デ
ザ
イ
ン
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二
〇
二
三
年
七
月
、
市
川
沙
央
さ
ん
の
﹃
ハ
ン
チ
バ
ッ
ク
﹄
が
芥
川
賞

を
受
賞
し
ま
し
た
。
市
川
さ
ん
に
は
主
人
公
と
同
じ
重
度
の
障
害
が
あ
り
、

作
品
の
中
で
も
授
賞
式
で
も
﹁
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
﹂
を
う
っ
た
え
ま
し

た
の
で
、ご
存
知
の
方
も
多
い
と
思
い
ま
す
。こ
の﹁
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
﹂

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
バ
リ
ア
フ
リ
ー
と
聞
く
と
、
歩

道
の
段
差
を
な
く
し
た
り
、
駅
に
エ
レ
ベ
ー
タ
を
設
置
す
る
こ
と
を
連
想

す
る
人
も
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
様
々
な
生
き
に
く
さ
を
抱
え
て
い
る
人
が

バ
リ
ア
、
社
会
的
障
壁
を
取
り
除
い
て
ほ
し
い
と
願
う
の
は
ハ
ー
ド
面
だ

け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
読
書
を
は
じ
め
、
情
報
へ
の
ア
ク
セ
ス
に
壁
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
を
な
く
し
て
ほ
し
い
と
望
む
人
は
た
く
さ
ん
い
ま
す
。

で
は
、
読
書
に
は
ど
ん
な
バ
リ
ア
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
だ
れ
も
が

思
い
つ
く
の
は
目
が
見
え
な
い
、
ま
た
は
見
え
に
く
い
、
視
覚
に
障
害
の

あ
る
人
は
活
字
本
は
読
め
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
ほ
か
に
も
い

ま
す
。
手
が
不
自
由
な
人
は
本
の
ペ
ー
ジ
を
め
く
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

し
、
寝
た
き
り
の
状
態
で
あ
れ
ば
本
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
難
し
く
な
り

ま
す
。
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
と
よ
ば
れ
る
読
み
書
き
に
障
害
の
あ
る
人
は
、

縦
書
き
が
読
み
づ
ら
か
っ
た
り
、
フ
ォ
ン
ト
や
文
字
の
大
き
さ
の
問
題
で

文
章
を
読
む
こ
と
が
困
難
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
左
右
の
目
の
ピ
ン

ト
が
合
わ
せ
ら
れ
な
い
な
ど
の
眼
球
使
用
困
難
症
の
人
も
い
ま
す
。

あ
る
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
の
方
に
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
小
学

生
の
時
、
教
室
に
戻
る
と
黒
板
に
﹁
た
い
こ
と
ば
ち
を
持
っ
て
体
育
館
に

来
て
く
だ
さ
い
﹂
と
書
い
て
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
を
読
ん
だ
そ
の
方
は
、

﹁
ど
う
や
っ
て
た
い
（
鯛
）
と
こ
と
ば
（
言
葉
）
と
ち
（
血
）
を
持
っ
て
い

く
ん
だ
ろ
う
？
﹂
と
考
え
こ
ん
で
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
ど
う
や
ら
分
か

ち
書
き
が
ポ
イ
ン
ト
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
あ
る
上
肢
障
害
の
方
は
、﹁
図

書
館
の
中
に
住
み
た
い
！
﹂
と
い
う
く
ら
い
本
が
大
好
き
で
し
た
。
自
分

で
は
ペ
ー
ジ
が
め
く
れ
な
い
の
で
、
介
助
者
に
そ
の
都
度
﹁
ペ
ー
ジ
を
め

く
っ
て
﹂
と
伝
え
な
が
ら
本
を
読
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
そ
れ

が
面
倒
に
な
り
、
結
局
本
を
読
ま
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
。
あ

る
全
盲
聾
の
大
学
教
授
は
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
と
い
っ
た
視
覚
や
聴
覚
か
ら

の
情
報
が
得
ら
れ
ま
せ
ん
の
で
、﹁
本
は
私
に
と
っ
て
心
の
食
べ
物
で
あ

る
﹂
と
言
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
新
刊
本
や
読
み
た
い
本
の
点
訳
を
図
書

館
等
に
依
頼
し
て
も
、
数
か
月
待
つ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
こ
れ
ま
で

に
点
訳
や
音
訳
さ
れ
た
本
は
、
小
説
な
ど
が
多
く
、
絵
本
や
児
童
書
、
専

門
書
は
少
な
い
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
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私
は
一
九
九
四
年
か
ら
筑
波
大
学
附
属
盲
学
校
で
働
き
始
め
ま
し
た
。

盲
学
校
に
は
全
盲
の
子
ど
も
だ
け
が
通
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
弱
視

児
も
た
く
さ
ん
就
学
し
て
い
ま
す
。
学
習
に
お
け
る
困
難
を
詳
し
く
聞
い

て
み
る
と
、
ｃ
と
ｅ
や
ｂ
と
ｈ
を
見
間
違
え
た
り
、
ル
ビ
や
数
学
に
出
て

く
る
上
付
き
数
字
を
読
み
間
違
え
た
り
、﹁
壁
﹂
と
﹁
璧
﹂
を
同
じ
漢
字

だ
と
思
っ
て
い
た
り
、
挿
絵
を
パ
ッ
と
見
て
俯
瞰
す
る
こ
と
が
苦
手
だ
っ

た
り
と
、
様
々
な
困
難
が
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
当

時
、
弱
視
の
高
校
生
に
は
通
常
の
検
定
教
科
書
が
配
布
さ
れ
て
い
る
だ
け

で
、
ご
く
一
部
の
生
徒
が
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
製
作
の
拡
大
教
科
書
を
使
っ
て

い
る
と
い
う
状
況
で
し
た
。
通
常
の
高
校
で
は
な
く
、
視
覚
障
害
教
育
を

専
門
と
す
る
盲
学
校
の
こ
と
で
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
か
ら
私
の
目
の
病

気
が
進
行
し
、
視
力
が
下
が
っ
て
き
ま
し
た
の
で
、
弱
視
生
徒
の
も
ど
か

し
さ
も
痛
い
ほ
ど
わ
か
る
よ
う
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。﹁
教
科
書
は
教
材

の
一
丁
目
一
番
地
で
あ
る
。
勉
強
以
前
に
読
む
こ
と
そ
の
も
の
の
困
難
を

取
り
除
い
て
あ
げ
な
い
と
、
同
じ
土
俵
に
立
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
﹂。

こ
の
よ
う
な
思
い
が
強
く
な
り
、
当
事
者
や
保
護
者
と
と
も
に
拡
大
教
科

書
の
保
障
を
求
め
る
運
動
を
始
め
ま
し
た
。
幸
い
に
も
理
解
あ
る
国
会
議

員
を
は
じ
め
多
く
の
方
の
お
力
添
え
が
あ
り
、
二
〇
〇
三
年
に
は
拡
大
教

科
書
に
関
す
る
著
作
権
法
が
改
正
さ
れ
ま
し
た
。
二
〇
〇
四
年
に
は
小
・

中
学
校
で
無
償
で
給
与
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
二
〇
〇
八
年
に
は
教
科
書

バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
が
制
定
さ
れ
、
よ
う
や
く
拡
大
教
科
書
が
安
定
的
に
配

布
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
の
運
動
を
進
め
る
中
で
、
私
は
二
つ
の
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。

一
つ
は
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
の
中
に
も
弱
視
と
同
じ
よ
う
に
ゴ
シ
ッ
ク
体
の

大
き
な
文
字
が
有
効
な
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
う
一
つ
は
、

﹁
教
科
書
は
読
み
や
す
く
な
っ
た
け
れ
ど
果
た
し
て
そ
れ
だ
け
で
い
い
の

か
？
﹂
と
い
う
疑
問
で
し
た
。
私
自
身
は
、
た
ま
た
ま
大
人
に
な
っ
て
か

ら
目
の
病
気
が
発
症
し
ま
し
た
の
で
、
高
校
受
験
や
大
学
受
験
の
時
に
は

た
く
さ
ん
の
受
験
参
考
書
や
問
題
集
の
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。
ま
た
小

学
生
の
頃
か
ら
江
戸
川
乱
歩
シ
リ
ー
ズ
に
は
じ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
推
理
小

説
や
伝
記
、
Ｓ
Ｆ
な
ど
を
読
み
ま
く
り
ま
し
た
。
そ
の
中
で
人
生
観
を
揺

さ
ぶ
ら
れ
る
よ
う
な
本
と
も
出
会
い
ま
し
た
の
で
、
私
自
身
は
本
か
ら
多

く
の
恩
恵
を
受
け
て
き
た
と
い
え
ま
す
。子
ど
も
に
と
っ
て
読
書
と
は﹁
言

葉
を
学
び
、
感
性
を
磨
き
、
表
現
力
を
高
め
、
創
造
力
を
豊
か
な
も
の
に

し
、
人
生
を
よ
り
深
く
生
き
る
力
を
身
に
付
け
て
い
く
上
で
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
﹂
と
子
ど
も
読
書
推
進
法
に
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
ま
さ

に
そ
う
だ
な
と
痛
感
し
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
私
の
目
の
前
に
い
る
子

ど
も
た
ち
は
好
き
好
ん
で
目
が
悪
く
な
っ
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
好
き

な
だ
け
絵
本
や
児
童
書
を
読
め
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
受
験
勉
強
を
し

た
く
て
も
、
定
評
の
あ
る
受
験
参
考
書
や
問
題
集
は
文
字
が
小
さ
か
っ
た

り
、点
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
し
て
読
め
な
い
。新
刊
本
や
話
題
に
な
っ

て
い
る
本
を
読
み
た
く
て
も
、
す
ぐ
に
読
め
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
現

実
に
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
た
わ
け
で
す
。
ま
た
あ
る
全
盲
の
女
子
高
生
が
、

﹁
十
代
の
女
の
子
が
読
む
よ
う
な
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
誌
に
は
ど
ん
な
こ
と
が

書
い
て
あ
る
ん
だ
ろ
う
？
﹂
と
つ
ぶ
や
い
た
時
に
も
ド
キ
ッ
と
し
ま
し
た
。

ま
た
、
卒
業
生
か
ら
は
、﹁
大
学
に
進
学
し
た
も
の
の
教
科
書
と
な
る
専
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門
書
を
読
む
の
に
苦
労
し
て
い
る
。
社
会
福
祉
を
専
攻
し
て
い
る
の
で
社

会
福
祉
用
語
辞
典
を
読
み
た
い
の
だ
が
、
点
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
古
い
の

で
使
え
な
い
﹂
と
い
う
声
も
聞
こ
え
て
き
ま
し
た
。
研
究
者
や
学
校
の
教

員
か
ら
は
、﹁
本
を
裁
断
し
О
Ｃ
Ｒ
に
か
け
て
読
ん
で
い
る
。
教
材
研
究

を
す
る
た
め
に
教
師
用
指
導
書
を
参
照
し
た
い
の
に
読
め
な
い
﹂
と
い
う

声
も
上
が
り
ま
す
。
さ
ら
に
大
学
の
推
薦
試
験
に
お
い
て
、
指
定
の
課
題

図
書
を
読
ん
で
レ
ポ
ー
ト
を
書
く
と
い
う
課
題
を
課
す
大
学
も
出
て
き
ま

し
た
。
こ
う
な
る
と
読
書
は
も
は
や
娯
楽
や
余
暇
と
い
う
次
元
で
は
な
く
、

生
徒
の
進
路
や
人
生
に
も
影
響
し
て
く
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
ス
ー
ダ
ン

出
身
の
あ
る
全
盲
の
研
究
者
は
、
視
覚
に
障
害
を
負
っ
た
時
に
母
親
か
ら

﹁
目
が
悪
け
れ
ば
身
体
を
使
っ
た
仕
事
が
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か

ら
こ
そ
あ
な
た
は
し
っ
か
り
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ん
だ
﹂
と
言
わ

れ
た
そ
う
で
す
。
日
本
は
ス
ー
ダ
ン
よ
り
も
障
害
者
の
読
書
環
境
は
整
っ

て
い
る
よ
う
で
す
が
、
そ
れ
で
も
研
究
者
と
し
て
や
っ
て
い
く
に
は
か
な

り
も
ど
か
し
い
思
い
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
は
個
人
の
資
質
や
能
力

が
劣
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
環
境
が
整
っ
て
い
な
い
こ
と
に
起
因
し
て

い
る
と
い
え
ま
す
。
そ
こ
で
教
科
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
が
成
立
し
た
直
後

の
二
〇
〇
八
年
か
ら
、志
を
同
じ
に
す
る
仲
間
と﹁
教
科
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー

か
ら
読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
へ
﹂
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
、﹁
読
書
バ

リ
ア
フ
リ
ー
法
﹂
の
制
定
を
求
め
る
運
動
を
開
始
し
ま
し
た
。

偶
然
で
す
が
、
世
界
的
に
も
障
害
者
の
読
書
環
境
を
よ
く
し
て
い
こ
う
と

す
る
運
動
が
進
め
ら
れ
て
お
り
、
二
〇
一
三
年
に
国
連
の
世
界
知
的
所
有
権

機
関
が
﹁
盲
人
、
視
覚
障
害
者
そ
の
他
の
印
刷
物
の
判
読
に
障
害
の
あ
る

者
が
発
行
さ
れ
た
著
作
物
を
利
用
す
る
機
会
を
促
進
す
る
た
め
の
マ
ラ
ケ

シ
ュ
条
約
﹂
を
採
択
し
ま
し
た
。
驚
い
た
こ
と
に
マ
ラ
ケ
シ
ュ
条
約
の
受

益
者
は
視
覚
障
害
者
だ
け
で
な
く
、
デ
ィ
ス
レ
ク
シ
ア
な
ど
の
発
達
障
害
者
、

寝
た
き
り
や
手
が
不
自
由
な
身
体
障
害
者
、
眼
球
使
用
困
難
者
と
幅
広
く

定
義
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
マ
ラ
ケ
シ
ュ
条
約
採
択
を
は
ず
み
に
障
害

当
事
者
四
団
体
が
運
動
を
進
め
、
二
〇
一
九
年
に
視
覚
障
害
者
等
の
読
書

環
境
の
整
備
の
推
進
に
関
す
る
法
律
が
制
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
れ
で
は
す
べ
て
の
人
が
本
に
親
し
め
る
よ
う
に
な
る
に
は
ど
う
す
れ

ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
視
覚
障
害
を
例
に
と
っ
て
も
点
字
、
音
声
、
拡

大
文
字
と
必
要
な
媒
体
は
障
害
の
程
度
に
よ
っ
て
ま
ち
ま
ち
で
す
。
そ
の

ほ
か
に
も
触
る
絵
本
、
Ｌ
Ｌ
ブ
ッ
ク
、
布
の
絵
本
な
ど
も
あ
り
ま
す
。
本

来
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
様
々
な
本
が
発
売
さ
れ
る
こ
と
が
理
想
的
で
す

が
、
現
実
的
に
は
ほ
ぼ
不
可
能
で
す
。
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る
の
が
﹁O

ne 
Source, M

ulti U
se

﹂
で
す
。
正
確
な
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
が
あ
れ
ば
、
個
人

で
も
瞬
時
に
ほ
ぼ
正
確
に
自
動
点
訳
し
た
り
、
ス
ク
リ
ー
ン
リ
ー
ダ
ー
で

読
み
上
げ
さ
せ
た
り
、
見
や
す
い
字
体
や
大
き
さ
に
拡
大
し
た
り
で
き
る

時
代
で
す
。
現
に
私
は
定
期
試
験
を
作
る
時
、
最
初
に
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ

を
作
り
ま
す
。
そ
し
て
自
動
点
訳
ソ
フ
ト
を
使
っ
て
点
字
デ
ー
タ
に
変
換

し
、
レ
イ
ア
ウ
ト
を
整
え
て
点
字
問
題
を
完
成
さ
せ
ま
す
。
弱
視
生
徒
の

た
め
に
は
フ
ォ
ン
ト
を
ゴ
シ
ッ
ク
体
に
変
え
、
文
字
の
大
き
さ
を
一
八
~

二
六
ポ
イ
ン
ト
に
変
更
し
拡
大
問
題
を
作
り
上
げ
ま
す
。
つ
ま
り
ア
ク
セ

シ
ブ
ル
な
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
は
、
様
々
な
媒
体
に
活
用
（M

ulti U
se

）
す



5

る
有
用
な
源
（O

ne Source

）
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
考
え
方
が

読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
法
第
十
二
条
の
﹁
視
覚
障
害
者
等
が
利
用
し
や
す
い

電
子
書
籍
等
の
販
売
等
の
促
進
等
﹂
に
活
か
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に

テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
そ
の
も
の
は
、
学
生
や
研
究
者
が
専
門
書
の
漢
字
を
確

認
し
た
り
、
正
確
に
引
用
す
る
時
に
も
大
い
に
役
立
つ
デ
ー
タ
形
式
で
す
。

同
じ
こ
と
が
図
書
館
に
お
け
る
バ
リ
ア
フ
リ
ー
図
書
の
製
作
に
も
当
て

は
ま
り
ま
す
。
図
書
館
は
こ
れ
ま
で
点
訳
、
音
訳
、
拡
大
写
本
に
分
け
て

作
業
を
進
め
て
き
ま
し
た
。
時
に
一
文
字
ず
つ
打
ち
込
ん
だ
り
、
О
Ｃ
Ｒ

で
活
字
を
読
み
取
っ
た
り
し
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
日
本
の
家
族

形
態
が
変
わ
り
、
専
業
主
婦
が
少
な
く
な
っ
た
せ
い
か
、
障
害
者
の
読
書

の
多
く
を
支
え
て
き
て
く
だ
さ
っ
た
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
数
が
減
少
し
て
き

て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
心
配
を
払
拭
す
る
た
め
に
も
図
書
館
は
ど
う
や
っ

て
出
版
社
か
ら
テ
キ
ス
ト
デ
ー
タ
の
提
供
を
受
け
、
効
率
的
な
点
訳
等
の

作
業
に
結
び
付
け
ら
れ
る
か
、
経
済
産
業
省
と
文
部
科
学
省
、
厚
生
労
働
省
、

関
係
団
体
を
中
心
と
し
た
議
論
が
現
在
も
続
い
て
い
ま
す
。
す
で
に
出
版

業
界
は
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
・
ブ
ッ
ク
ス
・
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
（
Ａ
Ｂ
Ｓ
Ｃ
）

を
立
ち
上
げ
、
各
出
版
社
に
連
絡
窓
口
の
設
置
を
要
請
し
て
い
ま
す
。

読
書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
を
め
ぐ
る
動
き
は
ま
だ
道
半
ば
と
い
え
ま
す
。
私

た
ち
が
目
指
し
た
い
社
会
と
は
、﹁
誰
も
が
相
互
に
人
格
と
個
性
を
尊
重

し
支
え
合
い
、
人
々
の
多
様
な
在
り
方
を
相
互
に
認
め
合
え
る
全
員
参
加

型
の
社
会
﹂
で
す
。
ま
た
文
字
・
活
字
と
は
、﹁
人
類
が
長
い
歴
史
の
中
で

蓄
積
し
て
き
た
知
識
及
び
知
恵
の
継
承
及
び
向
上
、
豊
か
な
人
間
性
の
涵

養
並
び
に
健
全
な
民
主
主
義
の
発
達
に
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
﹂
と

文
字
・
活
字
文
化
振
興
法
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に

は
情
報
が
溢
れ
て
い
ま
す
が
、
本
に
は
正
確
で
崇
高
で
示
唆
的
な
知
識
や

知
恵
が
ぎ
っ
ち
り
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
障
害
者
が
読
書
で
き
る
よ

う
に
な
る
に
は
、﹁
作
る
↓
蓄
積
す
る
↓
届
け
る
↓
支
援
す
る
﹂
と
い
う
過

程
の
ど
れ
が
抜
け
て
も
完
遂
し
ま
せ
ん
。
せ
っ
か
く
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
書

籍
が
出
版
社
や
図
書
館
に
あ
っ
て
も
、
必
要
と
す
る
人
に
届
か
な
け
れ
ば

宝
の
持
ち
腐
れ
で
す
。
最
近
、
館
内
に
ア
ク
セ
シ
ブ
ル
な
書
籍
を
紹
介
す

る
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
す
る
図
書
館
も
増
え
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
に
気
づ
い

た
人
が
近
く
の
読
書
困
難
者
に
そ
の
存
在
を
伝
え
る
こ
と
で
も
読
書
へ
の

扉
を
開
く
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
た
そ
の
媒
体
を
ど
う
や
っ

て
利
用
す
る
の
か
、
障
害
者
に
近
い
立
場
の
人
が
障
害
の
種
別
や
機
器
操

作
の
習
熟
度
に
応
じ
て
き
め
細
か
く
支
援
し
て
い
く
こ
と
も
大
切
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
障
害
の
有
無
に
関
わ
ら
ず
す
べ
て
の
人
が
読
み
た
い
本

を
い
つ
で
も
買
っ
た
り
借
り
た
り
で
き
る
よ
う
に
す
る
に
は
出
版
社
の
合

理
的
な
配
慮
、
図
書
館
の
協
力
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
支
援
、
そ
し
て
一
般

市
民
の
方
々
の
理
解
が
不
可
欠
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
本
来
、
創
造
し
た

作
品
を
活
字
で
な
ら
読
者
に
届
け
て
よ
い
が
点
字
や
拡
大
文
字
は
駄
目
と

い
う
著
作
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
著
者
もw

in

、
出
版
社

もw
in

、
読
書
障
害
者
もw

in

と
な
れ
る
よ
う
な
情
報
ア
ク
セ
ス
の
解
が

き
っ
と
あ
る
は
ず
で
す
。
ま
た
知
る
権
利
も
人
権
の
一
つ
で
す
。
福
祉
や

思
い
や
り
と
い
う
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
基
本
的
人
権
と
い
う
視
点
で
﹁
読

書
バ
リ
ア
フ
リ
ー
﹂
と
は
何
か
、
今
一
度
問
い
直
し
て
み
た
い
も
の
で
す
。
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ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
ノ
ー
ラ
ン
の
バ
ッ
ト
マ
ン
映
画
﹃
ダ
ー
ク
ナ
イ
ト
﹄

（
二
〇
〇
八
）
を
観
て
き
た
。
歌
舞
伎
町
に
新
し
く
で
き
た
﹁
１
０
９
シ

ネ
マ
ズ
プ
レ
ミ
ア
ム
新
宿
﹂
と
い
う
大
仰
な
名
前
の
映
画
館
だ
。
こ
こ
は

四
千
五
百
円
と
六
千
五
百
円
の
二
タ
イ
プ
の
席
し
か
な
い
の
だ
が
、
入
っ

た
と
こ
ろ
に
ソ
フ
ァ
の
ラ
ウ
ン
ジ
が
あ
っ
て
か
な
り
長
居
で
き
そ
う
だ
。

し
か
も
ポ
ッ
プ
コ
ー
ン
と
ド
リ
ン
ク
付
き
。
館
内
の
座
席
は
フ
カ
フ
カ
で

リ
ク
ラ
イ
ニ
ン
グ
、
隣
席
と
の
間
隔
も
広
々
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
坂
本

龍
一
仕
込
み
の
音
響
で
、
ノ
ー
ラ
ン
映
画
に
は
ぴ
っ
た
り
だ
。

さ
て
﹃
ダ
ー
ク
ナ
イ
ト
﹄
だ
が
、
今
さ
ら
ど
う
す
る
も
こ
う
す
る
も
な

い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
ぜ
こ
ん
な
に
人
気
が
あ
る
の
か
。
と
い
う

の
も
、
１
０
９
シ
ネ
マ
ズ
は
上
映
三
日
前
の
午
前
零
時
か
ら
ネ
ッ
ト
予
約

開
始
な
の
だ
が
、
ぴ
っ
た
り
に
ア
ク
セ
ス
し
た
ら
混
雑
で
繫
が
り
に
く

か
っ
た
（
こ
れ
は
他
の
映
画
も
込
み
の
予
約
サ
イ
ト
の
話
）。
三
分
く
ら

い
し
て
よ
う
や
く
順
番
が
き
て
席
を
取
ろ
う
と
し
た
ら
、﹁
あ
な
た
が
選

ん
だ
座
席
は
す
で
に
取
ら
れ
て
い
る
﹂
と
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
届
き
、
三
回

目
で
や
っ
と
取
れ
た
と
き
に
は
も
う
一
番
端
っ
こ
の
席
し
か
空
い
て
お
ら

ず
、
零
時
十
五
分
に
は
完
売
に
な
っ
て
い
た
。

今
回
35
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
上
映
で
、
日
本
に
は
7 0
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
を
上
演

で
き
る
ハ
コ
が
な
い
の
で
、
デ
ジ
タ
ル
Ｉ
Ｍ
Ａ
Ｘ
版
し
か
観
て
い
な
い
人

に
と
っ
て
は
貴
重
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
七
十
五
席
し
か
な
い
の

で
す
ぐ
に
埋
ま
る
の
も
当
然
か
。
だ
が
、﹁
ダ
ー
ク
ナ
イ
ト
・
ト
リ
ロ
ジ
ー
﹂

の
他
二
作
は
翌
日
も
余
裕
で
空
い
て
い
た
。
や
は
り
﹃
ダ
ー
ク
ナ
イ
ト
﹄

は
フ
ァ
ン
が
多
い
の
だ
ろ
う
。

か
つ
て
﹁
東
京
タ
ラ
レ
バ
娘
﹂
と
い
う
漫
画
で
、
男
は
み
ん
な
好
き
だ

け
ど
女
は
好
き
じ
ゃ
な
い
困
っ
た
映
画
代
表
と
し
て
﹃
ダ
ー
ク
ナ
イ
ト
﹄

が
ネ
タ
に
さ
れ
て
い
て
、
私
に
も
そ
う
い
う
思
い
込
み
が
あ
っ
た
。
た
だ
、

﹁
タ
ラ
レ
バ
娘
﹂
自
体
が
バ
ブ
ル
の
価
値
観
を
引
き
ず
っ
た
よ
う
な
内
面

の
三
十
代
女
性
を
二
〇
一
〇
年
代
に
主
人
公
に
す
る
と
い
う
か
な
り
の
ア

ナ
ク
ロ
漫
画
だ
。
し
か
も
﹁
ア
ラ
サ
ー
女
性
た
ち
を
阿
鼻
叫
喚
の
渦
に
放

り
込
む
﹂
な
ど
と
触
れ
回
っ
た
わ
り
に
は
、
女
に
都
合
の
い
い
話
ば
か
り

で
詐
欺
み
た
い
だ
。

と
も
か
く
変
な
イ
メ
ー
ジ
が
つ
い
て
い
た
の
で
、
劇
場
で
は
﹃
レ
オ
ン
﹄

や
﹃
東
京
い
い
店
や
れ
る
店
﹄
を
愛
読
し
て
い
る
熟
年
男
性
が
、
若
い
女
連

れ
で
マ
ン
ス
プ
レ
イ
ニ
ン
グ
し
て
い
る
の
か
と
想
像
し
て
い
た
が
、
普
通

の
映
画
フ
ァ
ン
し
か
い
な
か
っ
た
。
思
い
込
み
が
激
し
く
て
す
み
ま
せ
ん
。

映
画
に
戻
ろ
う
。
取
り
上
げ
て
お
い
て
こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
も
な
ん

だ
が
、
私
は
テ
ィ
ム
・
バ
ー
ト
ン
版
が
バ
ッ
チ
リ
世
代
で
、
ど
う
も
ノ
ー

『ダークナイト』を

どうするか05



7

ラ
ン
版
を
﹁
バ
ッ
ト
マ
ン
﹂
と
し
て
観
る
の
は
難
し
い
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
ニ

コ
ル
ソ
ン
の
眉
毛
を
生
か
し
た
ジ
ョ
ー
カ
ー
（
白
い
だ
け
で
ほ
ぼ
地
顔
）

や
、
ジ
ム
・
キ
ャ
リ
ー
の
ハ
テ
ナ
ス
ー
ツ
（
テ
ン
シ
ョ
ン
が
﹃
マ
ス
ク
﹄

の
ま
ま
）が
好
き
な
の
で
、ノ
ー
ラ
ン
の
深
刻
路
線
に
は
入
り
き
れ
な
か
っ

た
。
そ
の
た
め
こ
の
映
画
は﹁
バ
ッ
ト
マ
ン
﹂シ
リ
ー
ズ
と
は
切
り
離
し
て
、

シ
リ
ア
ス
ド
ラ
マ
と
し
て
見
た
。
と
こ
ろ
が
そ
う
思
っ
て
見
る
と
、
そ
れ

は
そ
れ
で
ア
メ
コ
ミ
原
作
も
の
に
特
有
の
非
現
実
性
が
気
に
な
っ
て
、
話

に
集
中
す
る
の
が
難
し
い
。

ま
あ
そ
ん
な
こ
と
は
こ
ち
ら
の
勝
手
と
い
う
も
ん
で
、﹁
Ｉ
Ｍ
Ａ
Ｘ
と

35
ミ
リ
を
大
量
動
員
し
て
あ
ら
ゆ
る
角
度
か
ら
撮
り
ま
く
れ
﹂﹁
と
に
か

く
実
写
だ
﹂﹁
実
写
が
無
理
な
ら
特
殊
効
果
と
映
像
処
理
だ
﹂﹁
Ｃ
Ｇ
は
極

力
使
う
な
﹂
と
鬼
の
形
相
の
ノ
ー
ラ
ン
が
生
み
出
す
映
像
に
は
迫
力
が
あ

る
。
こ
の
映
画
の
た
め
に
（
オ
キ
ュ
パ
イ
運
動
に
は
許
可
さ
れ
な
か
っ
た

の
に
）
週
末
ご
と
に
何
週
間
も
交
通
規
制
さ
れ
た
シ
カ
ゴ
市
民
も
た
ま
ら

ん
よ
な
あ
な
ど
と
、
メ
イ
キ
ン
グ
を
見
て
思
っ
た
り
も
す
る
が
、
執
念
の

映
像
で
あ
る
こ
と
は
た
し
か
だ
。

ビ
ル
の
屋
上
か
ら
バ
ッ
ト
マ
ン
だ
け
で
な
く
人
間
が
飛
ん
だ
り
、
十
八

輪
ト
レ
ー
ラ
ー
を
縦
回
転
で
ひ
っ
く
り
返
ら
せ
た
り
、
巨
大
建
物
を
波
状

爆
破
し
た
り
、
ヘ
リ
を
空
か
ら
落
と
し
て
爆
発
さ
せ
た
り
、
こ
う
い
う
こ

と
を
全
部
実
写
で
や
っ
て
み
せ
て
い
る
。
ブ
ル
ー
ス
・
ウ
ェ
イ
ン
（
主
人

公
=
バ
ッ
ト
マ
ン
）
の
ラ
ン
ボ
ル
ギ
ー
ニ
は
激
突
で
大
破
す
る
し
、
バ
ッ

ト
モ
ー
ビ
ル
と
い
う
ス
ー
パ
ー
カ
ー
は
﹁
変
身
﹂
し
て
バ
ッ
ト
ポ
ッ
ド
と

い
う
バ
イ
ク
に
な
る
。
メ
カ
の
変
身
な
ん
て
モ
ビ
ル
ス
ー
ツ
ア
ニ
メ
か
と

思
う
が
、
実
写
の
メ
カ
変
身
は
み
ん
な
大
好
き
だ
（
参
照
:
ト
ラ
ン
ス

フ
ォ
ー
マ
ー
）。
バ
ッ
ト
モ
ー
ビ
ル
は
ナ
イ
ト
ラ
イ
ダ
ー
み
た
い
な
た
だ

の
お
し
ゃ
べ
り
車
か
と
思
っ
て
い
た
が
、
こ
の
シ
ー
ン
で
急
に
ガ
ン
ヘ
ッ

ド
や
ロ
ボ
・
ジ
ョ
ッ
ク
ス
ま
で
想
起
し
て
し
ま
う
。

と
い
う
わ
け
で
い
ろ
い
ろ
と
映
画
的
に
楽
し
め
る
の
だ
が
、
や
は
り
核

は
ジ
ョ
ー
カ
ー
の
造
形
に
あ
る
。
ヒ
ー
ス
・
レ
ジ
ャ
ー
の
ジ
ョ
ー
カ
ー
は

ひ
ど
く
汚
ら
し
い
の
に
こ
の
上
な
く
か
っ
こ
い
い
。
ま
ず
登
場
シ
ー
ン
。

交
差
点
の
角
で
独
特
の
脚
つ
き
で
立
っ
て
い
る
。
脚
を
開
い
て
い
る
の
に

内
側
に
湾
曲
し
た
よ
う
な
奇
妙
な
シ
ル
エ
ッ
ト
で
、
こ
の
脚
と
独
特
の

ぴ
ょ
こ
ぴ
ょ
こ
歩
き
は
病
院
爆
破
後
に
丈
の
短
い
看
護
師
服
で
歩
い
て
く

る
際
に
も
印
象
的
だ
。
ま
た
、
留
置
場
で
檻
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
と
き
の

正
面
か
ら
の
シ
ョ
ッ
ト
の
磁
力
は
凄
ま
じ
く
、
じ
っ
と
こ
ち
ら
を
見
据
え

ら
れ
る
と
目
を
逸
ら
せ
な
い
。

ま
た
、
出
番
は
短
い
の
に
強
烈
な
の
が
銀
行
支
店
長
役
の
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
フ
ィ
ク
ナ
ー
で
、
シ
ョ
ッ
ト
ガ
ン
の
ぶ
っ
放
し
方
が
素
晴
ら
し
く
、

こ
の
銀
行
が
カ
タ
ギ
の
カ
ネ
集
め
じ
ゃ
な
い
と
す
ぐ
に
分
か
る
。

こ
う
考
え
る
と
見
所
は
多
い
。
設
定
で
素
敵
な
の
は
、
ジ
ョ
ー
カ
ー
の

出
自
も
動
機
も
生
い
立
ち
も
謎
の
ま
ま
な
こ
と
だ
。
そ
の
意
味
で
、
実

は
こ
の
映
画
の
最
も
残
念
な
と
こ
ろ
は
映
画
の
外
に
あ
り
、
十
年
以
上

の
ち
に
﹃
ダ
ー
ク
ナ
イ
ト
﹄
的
な
造
形
の
ジ
ョ
ー
カ
ー
映
画
が
作
ら
れ
た

こ
と
だ
ろ
う
。﹃
ダ
ー
ク
ナ
イ
ト
﹄
の
ジ
ョ
ー
カ
ー
は
、
マ
フ
ィ
ア
た
ち

の
金
に
は
目
も
く
れ
ず
、
自
分
以
外
の
誰
に
も
従
わ
な
い
カ
オ
ス
の
暴
君

だ
。
と
こ
ろ
が
そ
の
ジ
ョ
ー
カ
ー
に
、
一
人
の
人
間
と
し
て
の
生
い
立
ち

の
物
語
が
あ
て
が
わ
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
そ
こ
に
は
も
う
正
体
不
明
の
深

淵
は
な
い
。
ヒ
ー
ス
・
レ
ジ
ャ
ー
が
生
み
出
し
た
圧
倒
的
ジ
ョ
ー
カ
ー
を
、

﹃
ジ
ョ
ー
カ
ー
﹄（
二
〇
一
九
）製
作
陣
は
も
っ
と
大
事
に
し
て
ほ
し
か
っ
た
。
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司
馬
遼
太
郎
の
﹃
竜
馬
が
ゆ
く
﹄
に
、
土
佐
の
﹁
女
正
月
﹂
な
る
行
事

で
、
土
佐
藩
家
老
の
一
族
の
娘
で
あ
る
お
田
鶴
が
坂
本
竜
馬
を
訪
ね
て
く

る
場
面
が
あ
る
（
第
一
巻
、
二
九
七
頁
）。
私
は
子
ど
も
の
時
に
こ
の
本

を
読
ん
で
﹁
女
正
月
﹂
と
い
う
も
の
を
初
め
て
知
っ
た
。
お
正
月
の
十
五

日
の
小
正
月
と
言
わ
れ
る
日
を
女
正
月
と
言
う
こ
と
も
あ
る
そ
う
で
、
年

末
年
始
も
忙
し
く
家
事
を
し
て
い
た
女
性
が
こ
の
日
は
着
飾
っ
て
出
か
け

た
り
、
友
人
と
楽
し
ん
だ
り
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。

今
は
あ
ま
り
耳
に
す
る
こ
と
も
な
い
行
事
だ
が
、
現
在
で
も
こ
の
あ
た

り
の
時
期
に
女
性
に
関
す
る
行
事
を
す
る
地
域
は
あ
る
ら
し
い
。
新
潟
県

十
日
町
の
松
之
山
で
は
女
正
月
に
新
婚
夫
婦
の
夫
の
ほ
う
を
雪
の
中
に
投

げ
込
む
﹁
婿
投
げ
﹂
と
い
う
行
事
が
あ
る
そ
う
だ
し
、
長
崎
県
五
島
市
の

大
宝
で
は
一
月
の
末
に
な
っ
て
か
ら
女
性
が
子
育
て
地
蔵
に
お
参
り
し
、

仮
装
な
ど
を
し
て
楽
し
む
伝
統
的
な
女
正
月
の
宴
が
行
わ
れ
る
そ
う
だ
。

お
正
月
も
女
性
は
家
事
の
せ
い
で
一
月
半
ば
ま
で
休
め
な
い
の
か
⋮
⋮
と

思
う
と
性
別
役
割
分
業
に
う
ん
ざ
り
す
る
が
、
一
方
で
今
は
廃
れ
て
き
て

い
る
女
性
の
文
化
に
つ
い
て
知
る
の
は
興
味
深
い
。

実
は
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
も
﹁
リ
ト
ル
・
ク
リ
ス
マ
ス
﹂
と
い
う
、
女
性

が
お
休
み
す
る
日
本
の
女
正
月
に
そ
っ
く
り
の
日
が
あ
る
。
日
時
は
以
前

こ
の
連
載
（
第
四
回
）
で
扱
っ
た
十
二
夜
に
あ
た
る
一
月
六
日
だ
。
暦
の

上
で
は
日
本
の
女
正
月
よ
り
少
し
前
だ
が
、
一
応
こ
の
日
は
ク
リ
ス
マ
ス

シ
ー
ズ
ン
の
終
わ
り
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ツ
リ
ー
な
ど
の
飾
り

付
け
を
片
付
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
リ
ト
ル
・
ク
リ
ス
マ
ス
は
﹁
ウ
ィ
メ
ン
ズ
・
ク
リ
ス

マ
ス
﹂（
女
の
ク
リ
ス
マ
ス
）
と
も
呼
ば
れ
て
い
て
、
こ
れ
も
﹁
小
正
月
﹂

の
別
名
が
﹁
女
正
月
﹂
と
な
る
日
本
と
似
て
い
る
。
か
つ
て
の
ア
イ
ル
ラ

ン
ド
で
は
こ
の
日
に
年
末
年
始
の
間
家
事
で
忙
し
か
っ
た
女
性
が
お
休
み

し
、
男
性
が
家
事
を
し
た
。
女
性
た
ち
は
親
戚
や
友
だ
ち
と
会
っ
て
楽
し

ん
で
い
た
そ
う
だ
。

し
か
し
な
が
ら
こ
れ
は
あ
ま
り
全
国
的
な
伝
統
で
は
な
く
、
コ
ー
ク
や

ケ
リ
ー
な
ど
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
南
西
部
で
は
盛
ん
だ
が
、
ダ
ブ
リ
ン
な

ど
で
は
あ
ま
り
祝
わ
れ
て
い
な
い
。
た
と
え
ば
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ジ
ョ
イ

ス
の
﹃
ダ
ブ
リ
ン
市
民
﹄
に
収
録
さ
れ
て
い
る
有
名
な
短
編
﹁
死
者
た

リ
ト
ル
・
ク
リ
ス
マ
ス
と
小
正
月

　
　
〜
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
日
本
の
女
性
の
新
年

12
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ち
﹂（
一
九
一
四
）
は
お
そ
ら
く
十
二
夜
に
開
か
れ
る
パ
ー
テ
ィ
ー
が
舞

台
だ
。
ジ
ョ
イ
ス
の
父
親
は
コ
ー
ク
出
身
な
の
で
お
そ
ら
く
ジ
ョ
イ
ス
本

人
も
ウ
ィ
メ
ン
ズ
・
ク
リ
ス
マ
ス
は
知
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
が
、
登
場

す
る
ダ
ブ
リ
ン
市
民
た
ち
は
全
く
ウ
ィ
メ
ン
ズ
・
ク
リ
ス
マ
ス
ら
し
い
祝

い
方
は
し
て
い
な
い
。
ま
た
、
日
本
同
様
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
も
社
会
構

造
や
性
別
役
割
分
担
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
の
で
、
女
性
も
外
で
働
き
、

男
性
も
ク
リ
ス
マ
ス
の
準
備
で
家
事
や
料
理
を
す
る
時
代
に
は
古
臭
い
催

し
だ
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。
と
く
に
女
性
は
ク
リ
ス
マ
ス

シ
ー
ズ
ン
の
最
後
の
最
後
ま
で
休
ま
せ
て
も
ら
え
ず
、
最
終
日
に
や
っ
と

ご
馳
走
の
残
り
物
で
宴
会
を
し
て
休
め
る
と
い
う
こ
と
で
、
そ
ん
な
女
性

を
ね
ぎ
ら
う
よ
う
で
い
て
実
は
女
性
を
軽
く
扱
っ
て
い
る
よ
う
な
し
み
っ

た
れ
た
お
祭
り
は
イ
ヤ
だ
⋮
⋮
と
思
う
女
性
も
い
た
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
南
西
部
の
リ
ト
ル
・
ク
リ
ス

マ
ス
は
商
業
化
さ
れ
て
お
り
、
以
前
と
は
だ
い
ぶ
違
う
様
相
を
呈
し
て
い

る
。
か
つ
て
は
誰
か
の
家
で
お
茶
を
楽
し
む
と
い
う
よ
う
な
祝
い
方
が
多

か
っ
た
が
、
今
で
は
女
性
同
士
で
一
緒
に
外
出
し
、
お
店
で
お
酒
を
飲
む

派
手
な
新
年
会
を
す
る
こ
と
も
あ
る
そ
う
だ
。
ハ
ロ
ウ
ィ
ー
ン
も
そ
う
だ

が
、
こ
の
種
の
イ
ベ
ン
ト
と
い
う
の
は
と
く
に
商
業
化
さ
れ
や
す
い
。

近
年
、ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
こ
の
リ
ト
ル
・
ク
リ
ス
マ
ス
を
女
性
に
と
っ

て
も
っ
と
意
義
あ
る
祭
日
に
し
よ
う
と
い
う
動
き
が
あ
る
。
一
九
九
一
年

の
一
月
六
日
に
は
、
当
時
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
大
統
領
メ
ア
リ
・
ロ
ビ
ン
ソ

ン
が
女
性
の
囚
人
た
ち
と
一
緒
に
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ミ
サ
に
参
列
し
た
。
こ

れ
は
弱
い
立
場
に
置
か
れ
が
ち
な
女
性
の
尊
厳
を
尊
重
し
、
連
帯
す
る
と

い
う
意
味
で
、
ウ
ィ
メ
ン
ズ
・
ク
リ
ス
マ
ス
を
違
っ
た
形
で
祝
っ
て
い
る

と
言
え
る
。
現
在
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
、
女
性
の
健
康
や
女
性
の
作
家

な
ど
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
南
西
部
に
限
ら
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
施
設
や

団
体
が
こ
の
日
の
前
後
に
啓
発
イ
ベ
ン
ト
や
展
示
を
行
っ
て
い
る
。
ア
メ

リ
カ
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
系
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
団
体
で
も
、
近
年
は
こ
う
し

た
イ
ベ
ン
ト
を
取
り
入
れ
る
兆
し
が
あ
る
。

日
本
で
も
女
正
月
は
廃
れ
気
味
だ
が
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
倣
い
、
女
正

月
の
前
後
に
女
性
に
関
す
る
文
化
的
な
イ
ベ
ン
ト
や
展
示
を
行
っ
て
み
て

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
え
る
。
ひ
な
ま
つ
り
の
三
月
三
日
は
三
月
八

日
の
国
際
女
性
デ
ー
に
近
い
の
で
多
少
そ
う
し
た
イ
ベ
ン
ト
を
す
る
機
関

も
あ
る
が
、
女
正
月
で
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
見
か
け
な
い
。
過
度
な
商
業
化

に
は
気
を
つ
け
た
ほ
う
が
よ
い
が
、
文
化
施
設
な
ど
が
新
し
い
形
で
女
正

月
を
お
祝
い
す
る
の
も
面
白
い
だ
ろ
う
。

参
考
資
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ead ”’, Jam

es Joyce Q
uarterly, 54. 3–4 （2017), 241–274.

司
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。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
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ジ
ョ
イ
ス
﹃
ダ
ブ
リ
ン
の
市
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﹄
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文
庫
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。



10

二
〇
二
三
年
九
月
に
、
英
国
の
ロ
ッ
ク
バ
ン
ド
、
ク
イ
ー
ン
の
ヴ
ォ
ー

カ
ル
で
あ
っ
た
故
フ
レ
デ
ィ
・
マ
ー
キ
ュ
リ
ー
の
遺
品
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン

に
参
加
し
た
。参
加
と
い
っ
て
も
、サ
ザ
ビ
ー
ズ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
入
っ

て
ア
カ
ウ
ン
ト
を
作
成
し
、
傍
聴
し
て
い
た
だ
け
で
あ
る
。
遺
品
オ
ー

ク
シ
ョ
ン
は
六
つ
の
パ
ー
ト
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
二
百
く
ら
い
の
品

（
ロ
ッ
ト
と
言
う
）
が
あ
り
、
全
部
で
一
四
〇
〇
点
ほ
ど
あ
っ
た
。
初
日

の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
フ
レ
デ
ィ
が
使
っ
て
い
た
ヤ
マ
ハ
の
ピ
ア
ノ
が
三
億

円
、
有
名
な
楽
曲
ボ
ヘ
ミ
ア
ン
・
ラ
プ
ソ
デ
ィ
の
歌
詞
が
書
か
れ
た
紙
片

が
二
億
五
千
万
で
落
札
さ
れ
た
。
私
が
傍
聴
し
た
の
は
、
そ
の
次
の
日
に

行
わ
れ
た
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
﹁
オ
ン
・
ス
テ
ー
ジ
﹂
で
あ
る
。

ラ
イ
ブ
で
の
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
参
加
者
は
、
サ
ザ
ビ
ー
ズ
の
会
場
に
い

る
人
、
電
話
で
参
加
す
る
人
、
そ
し
て
オ
ン
ラ
イ
ン
で
参
加
す
る
人
の
三

種
類
に
分
け
ら
れ
る
。
事
前
に
展
示
会
が
ロ
ン
ド
ン
の
他
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー

ク
、
ロ
サ
ン
ゼ
ル
ス
、
香
港
で
開
催
さ
れ
、
十
四
万
人
を
越
え
る
フ
ァ
ン

が
訪
問
し
た
。
展
示
会
後
か
ら
入
札
が
始
ま
っ
て
お
り
、
実
際
の
オ
ー
ク

シ
ョ
ン
が
は
じ
ま
る
前
に
、
す
で
に
﹁
＊
ポ
ン
ド
の
入
札
あ
り
﹂
の
情
報

が
ネ
ッ
ト
上
に
表
示
さ
れ
て
い
る
。
司
会
者
は
、
現
地
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
が

始
ま
る
直
前
の
ネ
ッ
ト
上
の
入
札
価
格
を
見
て
、
開
始
時
の
値
段
（
初
期

値
）
を
宣
言
す
る
。
す
る
と
、
現
場
か
ら
、
電
話
か
ら
、
オ
ン
ラ
イ
ン
か
ら
、

初
期
値
を
超
え
る
値
段
が
次
々
と
提
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
以
上
吊

り
上
が
ら
な
く
な
っ
た
時
点
で
、
落
札
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
値
段
を

提
示
す
る
人
が
三
種
類
の
参
加
者
か
ら
で
な
く
な
っ
た
と
き
、
画
面
に
は

fair w
arning

（
公
正
警
告
）
の
黄
色
で
ハ
イ
ラ
イ
ト
さ
れ
た
文
字
が
で
る
。

こ
れ
は
、
電
話
に
し
ろ
オ
ン
ラ
イ
ン
に
し
ろ
、
デ
ー
タ
到
着
ま
で
技
術
的

な
タ
イ
ム
・
デ
ィ
レ
イ
が
あ
る
た
め
、
こ
の
表
示
が
で
た
後
の
入
札
は
落

札
反
映
が
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
、
と
い
う
意

味
で
あ
る
。

オ
ー
ク
シ
ョ
ン
﹁
オ
ン
・
ス
テ
ー
ジ
﹂
に
は
、
フ
レ
デ
ィ
が
コ
ン
サ
ー

ト
や
ビ
デ
オ
収
録
の
場
で
着
て
い
た
ス
テ
ー
ジ
衣
装
や
靴
、
数
々
の
楽
曲

の
構
想
メ
モ
な
ど
が
出
品
さ
れ
て
い
た
。
英
国
時
間
の
午
前
十
時
（
日
本

時
間
午
後
六
時
）
か
ら
は
じ
ま
り
、
一
〇
一
番
の
ロ
ッ
ト
か
ら
、
私
が
目

当
て
と
し
て
い
た
二
八
一
番
の
ロ
ッ
ト
の
猫
柄
の
ベ
ス
ト
ま
で
、
六
時
間

第12回

技術の発達と
オークションの変遷
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以
上
か
か
っ
た
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
の
ロ
ッ
ト
の
品
物
を
欲
し
い

人
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
一
つ
の
ロ
ッ
ト
に
時
間
が
か
か
る
。
た
だ
、

司
会
者
に
よ
っ
て
も
所
要
時
間
は
異
な
る
。
こ
の
日
は
五
人
の
司
会
者
が

交
代
制
で
務
め
て
い
た
が
、
手
際
の
よ
い
司
会
者
だ
と
一
件
あ
た
り
平
均

一
・
二
七
分
で
す
む
の
だ
が
、
引
き
伸
ば
す
司
会
者
が
担
当
す
る
と
一
件

あ
た
り
平
均
で
二
・
五
分
も
か
か
っ
て
い
た
（
ロ
ッ
ト
十
件
ご
と
の
平

均
）。三

種
類
の
参
加
者
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
値
段
が
提
示
さ
れ
る
の
だ
が
、
司

会
者
は
現
場
に
い
る
人
が
手
を
あ
げ
る
と
、﹁
そ
こ
の
紳
士
か
ら
＊
ポ
ン

ド
が
提
示
さ
れ
ま
し
た
﹂
と
言
い
、
電
話
が
入
る
と
﹁
電
話
参
加
者
か
ら

＊
ポ
ン
ド
！
﹂
と
言
い
、
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
者
か
ら
連
絡
が
入
る
と
﹁
オ

ン
ラ
イ
ン
か
ら
＊
ポ
ン
ド
！
﹂
と
叫
ぶ
。
そ
し
て
、
会
場
に
い
る
ひ
と
が

落
札
す
る
と
、
会
場
か
ら
拍
手
が
わ
き
お
こ
る
が
、
電
話
や
オ
ン
ラ
イ
ン

参
加
者
が
落
札
す
る
と
拍
手
が
お
こ
ら
な
い
。
こ
う
い
っ
た
臨
場
感
も
な

か
な
か
で
あ
っ
た
。
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
や
漫
画
な
ど
で
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
模

擬
は
み
た
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
本
当
の
現
場
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
の
を

見
る
の
は
（
オ
ン
ラ
イ
ン
で
は
あ
る
が
）
初
め
て
で
あ
っ
た
。
オ
ン
ラ
イ

ン
か
ら
は
ロ
ン
ド
ン
に
は
い
な
い
世
界
中
の
人
が
参
加
し
て
お
り
、
文
字

通
り
世
界
中
の
ひ
と
が
、
フ
レ
デ
ィ
の
遺
品
を
楽
し
ん
で
い
た
と
言
っ
て

も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
私
が
興
味
を
も
っ
て
い
た
ロ
ッ
ト
は
、
猫
柄
の
ベ
ス
ト
で
あ

り
、
こ
れ
は
フ
レ
デ
ィ
が
晩
年
に
飼
っ
て
い
た
六
匹
の
猫
が
デ
ザ
イ
ン
さ

れ
た
も
の
で
、
か
つ
フ
レ
デ
ィ
が
亡
く
な
る
数
か
月
前
に
生
前
最
後
の
収

録
と
な
っ
た
ビ
デ
オ
で
来
て
い
た
ベ
ス
ト
で
あ
る
。
司
会
者
は
こ
の
ロ
ッ

ト
開
始
時
に
、﹁
こ
の
ベ
ス
ト
を
見
に
来
た
人
は
非
常
に
多
か
っ
た
﹂
と

述
べ
て
い
た
。
案
の
定
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
に
は
時
間
が
か
か
り
、
最
後
は

会
場
の
ひ
と
と
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
者
と
の
間
の
競
り
合
い
と
な
っ
て
、
会

場
の
ひ
と
が
十
一
万
ポ
ン
ド
（
一
九
八
〇
万
円
）
で
落
札
し
た
。
こ
れ
に

二
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
の
手
数
料
が
か
か
る
た
め
、
二
五
〇
〇
万
円
の
買
い

物
で
あ
る
。
興
味
の
な
い
人
に
は
何
の
変
哲
も
な
い
ベ
ス
ト
で
あ
る
が
、

フ
レ
デ
ィ
が
晩
年
に
飼
っ
て
い
た
猫
と
晩
年
の
ビ
デ
オ
収
録
の
事
実
を

知
っ
て
い
る
人
に
は
価
値
が
あ
る
。
も
の
の
価
値
と
は
い
っ
た
い
何
で
決

ま
る
の
だ
ろ
う
。
人
々
の
共
有
す
る
﹁
記
憶
﹂
に
関
係
す
る
の
で
は
な
い

か
、
と
考
え
さ
せ
ら
れ
た
瞬
間
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
い
ま
だ
フ

レ
デ
ィ
の
記
憶
を
共
有
し
て
い
る
ひ
と
が
存
命
で
、
か
つ
彼
ら
が
そ
れ
な

り
に
お
金
を
使
え
る
年
代
に
な
っ
て
い
る
今
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
を
す
る
こ

と
を
決
め
た
元
恋
人
メ
ア
リ
ー
の
判
断
は
正
し
い
。

さ
て
、
そ
も
そ
も
日
本
に
い
な
が
ら
に
し
て
こ
う
い
っ
た
オ
ー
ク
シ
ョ

ン
に
参
加
で
き
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
オ
ン
ラ
イ
ン
技
術
の
お
か
げ

で
あ
る
。
公
正
警
告
は
あ
る
に
せ
よ
、
コ
ロ
ナ
禍
で
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
が

普
及
し
た
こ
と
は
、
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
の
オ
ン
ラ
イ
ン
参
加
に
拍
車
を
か
け

た
こ
と
だ
ろ
う
。
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
ビ
デ
オ
を
は
じ
め
て
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン

に
役
立
て
た
の
は
ク
イ
ー
ン
で
あ
る
が
、
死
し
て
な
お
人
々
を
楽
し
ま
せ

る
こ
と
を
可
能
に
し
た
オ
ン
ラ
イ
ン
技
術
を
み
て
、
天
国
（
本
人
は
地
獄

へ
い
く
と
豪
語
し
て
い
た
）
の
フ
レ
デ
ィ
は
何
を
か
思
っ
て
い
る
こ
と
だ

ろ
う
。
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バ
ブ
ル
は
は
じ
け
つ
つ
も
、
薄う

す
れ
び日
の
ま
だ
残
る
こ
ろ
、
神
保
町
界
隈
に

は
昭
和
初
期
の
空
気
が
漂
っ
て
い
た
。
雰
囲
気
の
源
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建

築
。
そ
れ
ら
の
存
在
を
教
え
て
く
れ
た
の
は
、
東
京
建
築
探
偵
団
編
﹃
建

築
探
偵
術
入
門
﹄（
一
九
八
六
）。
後
年
、
置
酒
歓
談
の
お
り
、
谷た

に

口ぐ
ち

功こ
う

一い
ち

さ
ん
も
こ
れ
を
耽
読
し
て
い
た
と
知
っ
た
。
地
方
に
い
た
リ
ブ
レ
ス
ク
な

中
学
生
二
人
は
、
上
京
以
前
、
な
ぜ
か
こ
れ
で
都
心
の
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
を

予
習
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
名
著
で
﹁
現
存
す
る
ダ
ダ

イ
ズ
ム
建
築
の
唯
一
か
﹂
と
激
賞
さ
れ
た
東
洋
キ
ネ
マ
は
見
そ
び
れ
た
。

こ
の
街
の
老
舗
同
士
は
た
い
て
い
顔
見
知
り
で
、
互
い
の
動
向
に
通
じ

て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
神
田
祭
や
古
本
祭
り
な
ど
地
域
密
着
型
の
行
事

が
多
く
、
ム
ラ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
ら
だ
。
古
書
籍
商
や
出
版
社
と

付
き
合
い
が
あ
る
筆
者
も
、
そ
の
一
端
を
目
撃
し
た
こ
と
が
あ
る
。
某
社

と
中
華
料
理
の
老
舗
で
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
ら
、
な
ん
と
編
集
子
の
名
刺

一
枚
で
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
だ
っ
た
。﹁
本
の
街
な
ら
で
は
﹂
と
感
心
し
た
。

う
ん
と
溯
れ
ば
、
こ
こ
ら
は
古
江
戸
湾
の
ほ
と
り
。
九
段
会
館
や
三
省

堂
書
店
（
改
築
中
）
附
近
で
は
貝
塚
、
東
京
医
科
歯
科
大
学
の
構
内
で
は

土
器
に
住
居
跡
が
検
出
さ
れ
て
い
る
。
縄
文
の
世
か
ら
、
こ
こ
ら
に
人
が

住
ん
で
い
た
痕
跡
。
た
だ
し
、
街
の
性
格
は
大
き
く
変
貌
し
て
い
る
。

明
治
大
学
と
東
京
医
科
歯
科
大
学
の
あ
い
だ
に
は
、
仙
台
藩
が
大
工
事

で
開
削
し
た
神
田
川
が
流
れ
る
。
か
つ
て
こ
こ
を
電
気
船
で
通
っ
た
と
き

（
本
連
載
⓰
参
照
）、
川
面
か
ら
屹
立
す
る
崖
を
見
上
げ
、﹁
小
赤
壁
﹂（
塩し

お

谷の
や

宕と
う

陰い
ん

﹁
茶
渓
秋
月
﹂）
と
称
さ
れ
た
往
時
を
思
い
出
し
た
。
聖
ひ
じ
り

橋ば
し

は
ま

だ
な
く
、
江
戸
の
文
人
は
こ
こ
に
未
踏
の
中
国
を
幻
視
し
て
い
た
。

今
よ
り
徳
川
時
代
に
近
い
明
治
六
年
（
一
八
七
三
）、
横
浜
で
刊
行
さ

れ
て
い
た
英
字
新
聞
﹃
フ
ァ
ー
・
イ
ー
ス
ト
﹄
に
載
っ
た
写
真
を
参
照
す

る
と
、
現
在
の
御お

茶ち
ゃ

ノの

水み
ず

駅
附
近
は
両
岸
と
も
鬱
蒼
と
し
て
お
り
、
浮
世

絵
も
虚
構
で
は
な
い
と
わ
か
る
。
こ
の
川
は
江
戸
城
外
濠
の
一
部
で
、
こ

の
川
以
南
、
江
戸
城
内
郭
以
北
、
神
保
町
あ
た
り
に
は
大
小
の
旗
本
屋
敷

と
大
名
屋
敷
が
並
ん
で
い
た
。
た
と
え
ば
、
土
屋
家
（
土
浦
藩
）
上
屋
敷

の
一
角
で
あ
っ
た
白
水
社
の
ビ
ル
を
少
し
北
に
行
け
ば
、
湯ゆ

島し
ま

聖せ
い

堂ど
う

の
対

岸
、
緇し

林り
ん

楼ろ
う

と
号
し
た
百
五
十
坪
の
屋
敷
に
は
大お
お

田た

南な
ん

畝ぽ

が
住
ん
で
い
た
。

緇
林
と
は
孔
子
が
講
義
し
た
黒
い
帷

と
ば
り

の
よ
う
な
林
（﹃
荘そ
う

子じ

﹄
漁ぎ
ょ

父ほ

篇
）

の
謂
で
、
聖
堂
の
川
向
う
の
二
階
家
に
は
つ
き
づ
き
し
い
命
名
で
あ
る
。

江
戸の
残
像

え
ど
の
ざ
ん
ぞ
う

い
だ
・
た
ろ
う

24.
神じ

ん

保ぼ
う

町ち
ょ
う

附
近

井
田
太
郎
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と
こ
ろ
で
、
江
戸
と
い
う
都
市
の
一
番
の
悩
み
は
大
火
で
あ
っ
た
。
享

保
年
間
、
江
戸
城
と
神
保
町
の
あ
い
だ
に
護ご

持じ

院い
ん

ヶが

原は
ら

と
い
う
広
大
な
火ひ

除よ
け

地ち

が
作
ら
れ
た
。
幕
末
に
は
、
こ
こ
に
洋よ
う

書し
ょ

調
し
ら
べ

所し
ょ

が
移
転
、
東
京
大

学
の
源
流
の
一
つ
と
な
っ
た
。

都
心
の
空
地
の
有
効
活
用
は
、
火
除
地
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
武
家
屋
敷

の
跡
地
に
は
、
明
治
十
年
代
以
降
、
明
治
法
律
学
校
（
明
治
大
学
）
な

ど
私
立
の
高
等
教
育
機
関
が
集
ま
っ
て
き
た
。
そ
し
て
、
古
書
店
街
の

歴
史
が
始
ま
る
。
最
後
に
壊
滅
的
な
被
害
を
受
け
た
の
は
関
東
大
震
災

（
一
九
二
三
）
な
の
で
、
震
災
復
興
期
の
建
物
が
多
く
残
っ
た
。
当
時
流

行
の
外
壁
材
こ
そ
が
ス
ク
ラ
ッ
チ
タ
イ
ル
な
の
で
、
街
に
は
備
前
焼
の
ご

と
き
さ
ま
ざ
ま
の
茶
色
の
表
情
が
あ
っ
た
。
洋
書
調
所
の
故
地
に
建
つ
学

士
会
館
に
は
、
古
い
大
壺
の
よ
う
な
味
と
風
格
が
あ
る
。

再
開
発
が
コ
ロ
ナ
の
あ
と
進
み
、
震
災
復
興
期
の
残
像
さ
え
薄
れ
て
い

る
の
で
、
江
戸
の
そ
れ
は
目
を
さ
ら
に
凝
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
保

町
か
ら
九く

段だ
ん

下し
た

に
近
い
と
こ
ろ
に
、
曲
き
ょ
く

亭て
い

馬ば

琴き
ん

は
長
ら
く
住
ん
で
い
た
。

都
指
定
旧
跡
な
の
で
、
マ
ン
シ
ョ
ン
入
口
に
碑
文
が
ひ
っ
そ
り
と
あ
る
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
歩
い
て
十
分
足
ら
ず
が
、
酒さ

か

井い

抱ほ
う

一い
つ

の
生
誕
地
（
図
版
）。
碑
は
ま
だ
な
い
。

場
所
の
特
定
は
、
住す

み

友と
も

水す
い

道ど
う

橋ば
し

ビ
ル
の
あ
る
五
角

形
の
よ
う
な
形
状
の
一
角
が
目
印
。
地
元
出
身
で
、

地
図
が
大
好
き
な
纐こ

う

纈け
つ

公き
み

夫お

さ
ん
（
大
屋
書
房
）

に
訊
く
と
、﹁
あ
の
あ
た
り
の
道
は
古
い
﹂
と
太

鼓
判
を
押
し
て
く
れ
た
。

水
道
橋
か
ら
一ひ

と

ツつ

橋ば
し

河が

岸し

へ
と
延
び
る
現
在
の

白は
く

山さ
ん

通
り
と
の
位
置
関
係
か
ら
、
誕
生
の
地
は
古

書
肆
の
日に

本ほ
ん

書し
ょ

房ぼ
う

あ
た
り
と
考
証
で
き
る
。
西に
し

秋あ
き

ユ
キ
ヲ
さ
ん
（
日
本
書
房
）
に
そ
う
告
げ
た
ら
、

同
店
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
に
﹁
酒
井
抱
一

生
誕
の
地
に
て
年
中
無
休
営
業
中
﹂
と
加
筆
さ
れ
、

電
網
上
に
簡
易
的
な
碑
が
で
き
た
。
い
や
は
や
、

機
動
性
が
高
い
街
だ
。

図版　「分間江戸大絵図」（明和九年、国立国会図書館蔵）

伊東伊豆守の屋敷の一帯（右中）の特徴ある形状の区画は現在も残る。
そこから二筋西、水道橋（左上）から延びる道に面して、酒井雅楽
頭家の中屋敷（■印）がある。
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●

白
水
社
の
新
刊
●

英
国
の
歴
史
家
に
よ
る

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
史
の
決
定
版

「
指
揮
組
織
な
き
運
動
」の

実
態
を
解
き
明
か
す

四
六
判

㊤
五
八
二
頁

㊦
六
〇
四
頁

口
絵

各
巻
一
六
頁

定
価
㊤
五
九
四
〇
円
（
本
体
五
四
〇
〇
円
）

　
　
㊦
六
三
八
〇
円
（
本
体
五
八
〇
〇
円
）

ISB
N

㊤978-4-560-09460-0

㊦978-4-560-09461-7

本
書
は
、
第
一
次
イ
ン
ド
シ
ナ
戦

争
前
夜
か
ら
サ
イ
ゴ
ン
陥
落
ま
で
の

三
十
年
を
振
り
返
り
、
開
戦
か
ら
終

戦
に
至
る
歴
史
的
背
景
と
政
治
的
思

惑
を
事
実
に
即
し
て
描
写
し
、
戦
争

の
本
質
に
迫
っ
た
大
作
で
あ
る
。
一

つ
ひ
と
つ
の
作
戦
や
戦
闘
、
そ
の
結

果
と
し
て
の
災
禍
が
時
間
軸
に
沿
っ

て
詳
細
に
描
か
れ
て
お
り
、
時
代
の

空
気
が
変
化
し
て
い
く
さ
ま
が
臨
場

感
を
も
っ
て
伝
わ
っ
て
く
る
。

著
者
は
二
十
五
歳
の
と
き
に
初
め

て
、
Ｂ
Ｂ
Ｃ
の
特
派
員
と
し
て
ヴ
ェ

ト
ナ
ム
戦
争
取
材
に
携
わ
っ
た
。
そ

の
後
の
人
生
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
た
戦
争
を
俯
瞰
し
、
そ
の
細
部
を

再
現
し
よ
う
と
し
た
の
が
本
書
で
あ

る
。当
時
、取
材
で
訪
れ
た
土
地
を
再

訪
し
、
三
年
間
で
米
越
仏
の
生
存
者

一
〇
〇
人
以
上
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を

行
っ
た
。
生
々
し
い
戦
闘
シ
ー
ン
に

加
え
、
兵
士
や
市
民
の
肉
声
を
巧
み

に
構
成
し
た
こ
と
で
、
五
十
年
前
の

モ
ノ
ク
ロ
写
真
で
し
か
な
か
っ
た
出

来
事
の
断
片
が
現
場
の
人
び
と
の
内

面
と
と
も
に
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

英
国
人
と
い
う
第
三
者
的
な
立
ち

位
置
が
、
冷
徹
な
筆
致
、
ひ
い
て
は
本

書
の
客
観
性
に
利
し
て
い
る
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
戦
史
も
の
の
体
裁
を

と
り
な
が
ら
オ
ー
ラ
ル
ヒ
ス
ト
リ
ー

と
し
て
の
側
面
も
併
せ
持
つ
、
稀
有

な
戦
史
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

二
〇
一
九
年
に
香
港
で
起
き
た
大

規
模
な
抗
議
活
動
は
、
一
四
年
の
雨

傘
運
動
を
も
し
の
ぐ
歴
史
的
事
件
と

な
っ
た
。﹁
逃
亡
犯
条
例
﹂
改
定
反

対
か
ら
始
ま
っ
た
デ
モ
は
ど
の
よ
う

に
組
織
さ
れ
、
な
ぜ
街
全
体
を
覆
う

ほ
ど
大
き
な
う
ね
り
と
な
っ
た
の
か
。

本
書
は
、
デ
モ
参
加
者
た
ち
へ
の
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
と
研
究
者
の
分
析
に
よ

っ
て
、﹁
指
揮
組
織
な
き
運
動
﹂
が

拡
大
し
て
い
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
、
雨

傘
運
動
か
ら
続
く
香
港
社
会
の
意
識

変
容
を
多
様
な
視
点
か
ら
解
き
明
か

そ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。

本
書
の
構
成
も
運
動
の
多
様
性
を

反
映
し
た
も
の
に
な
っ
て
い
て
、
デ

モ
参
加
者
を
①
政
党
・
社
会
運
動
組

織
の
関
係
者
、
②
激
烈
な
街
頭
抗
争

に
関
わ
っ
た
﹁
前
線
﹂
の
メ
ン
バ
ー
、

③
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
活
動
家
、
④
専

門
資
格
者
、
⑤
年
長
者
、
⑥
中
高
生
、

⑦
在
外
支
援
者
、
⑧
報
道
関
係
者
の

8
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
、
そ
れ

ぞ
れ
に
つ
い
て
﹁
三
人
の
証
言
＋
分

析
﹂と
い
う
ス
タ
イ
ル
を
と
っ
て
い
る
。

過
激
化
す
る
活
動
を
支
持
し
陰
に

陽
に
支
え
た
の
は
、
和
（
平
和
的
）、

理
（
理
性
的
）、
非
（
非
暴
力
）
を

信
奉
す
る
市
民
た
ち
だ
っ
た
。
彼
ら

の
あ
い
だ
で
職
域
・
学
校
域
や
社
会

的
役
割
の
枠
組
み
を
越
え
た
さ
ま
ざ

ま
な
活
動
に
よ
る
横
の
連
携
が
生
ま

れ
、
相
互
に
影
響
し
合
う
な
か
で
運

動
が
展
開
さ
れ
て
い
っ
た
様
子
が
手

に
取
る
よ
う
に
わ
か
る
。

時
代
の
行
動
者
た
ち

香
港
デ
モ
２
０
１
９

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
壮
大
な
悲
劇

１
９
４
５
―
１
９
７
５
（
上
・
下
）

李
立
峯
編

ふ
る
ま
い
よ
し
こ
、大
久
保
健
訳

マ
ッ
ク
ス
・
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ス
著

平
賀
秀
明
訳

四
六
判

四
一
七
頁

定
価
六
三
八
〇
円
（
本
体
五
八
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09393-1
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新
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●

マ
ー
シ
ャ
・
ゲ
ッ
セ
ン
著

三
浦
元
博
、飯
島
一
孝
訳

ジ
ョ
シ
ュ
ア
・
ヤ
ッ
フ
ァ
著

長
﨑
泰
裕
訳

全
米
図
書
賞
受
賞
作
品

ロ
シ
ア
人
と
社
会
の
真
実
の
物
語

四
六
判

五
一
八
頁

定
価
六
三
八
〇
円
（
本
体
五
八
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09387-0

四
六
判

四
六
〇
頁

定
価
五
〇
六
〇
円
（
本
体
四
六
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09380-1

ソ
連
崩
壊
後
の
四
半
世
紀
の
間
、

と
り
わ
け
長
期
に
わ
た
っ
て
支
配
が

続
く
プ
ー
チ
ン
時
代
の
激
変
、
ク
リ

ミ
ア
併
合
か
ら
ウ
ク
ラ
イ
ナ
戦
争
に

至
る
底
流
に
は
な
に
が
あ
る
の
か
？

一
九
八
〇
年
代
に
生
ま
れ
、
プ
ー

チ
ン
時
代
に
成
人
し
た
ジ
ャ
ー
ン
ナ

（
父
親
ボ
リ
ス
・
ネ
ム
ツ
ォ
フ
）、
マ

ー
シ
ャ
、
セ
リ
ョ
ー
ジ
ャ
（
祖
父
ア

レ
ク
サ
ン
ド
ル
・
ヤ
コ
ヴ
レ
フ
）、
リ

ョ
ー
シ
ャ
の
男
女
四
人
の
人
生
と
家

族
の
群
像
が
活
写
さ
れ
る
。
そ
し
て

精
神
分
析
医
ア
ル
ト
ゥ
ニ
ャ
ン
、
世

論
調
査
機
関
レ
ヴ
ァ
ダ
・
セ
ン
タ
ー

の
社
会
学
者
グ
ド
コ
フ
、
プ
ー
チ
ン

時
代
に
頭
角
を
現
す
極
右
思
想
家
ド

ゥ
ー
ギ
ン
（
三
人
は
ロ
シ
ア
社
会
を

理
論
的
に
分
析
す
る
役
割
）
の
軌
跡

を
加
え
、
波
乱
の
時
代
を
紡
ぎ
出
す
。

プ
ー
チ
ン
政
権
を
歓
迎
し
た
多
く

の
ロ
シ
ア
人
は
、
安
定
と
権
威
を
渇

望
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
プ
ー
チ
ン

時
代
は
法
が
恣
意
的
に
運
用
さ
れ
、

人
び
と
は
恒
常
的
な
不
安
状
態
に
置

か
れ
る
。
市
民
を
そ
の
よ
う
な
状
態

に
置
い
て
お
く
の
は
、
全
体
主
義
の

要
諦
な
の
だ
。
そ
れ
は
ソ
連
時
代
の

﹁
ホ
モ
・
ソ
ヴ
ィ
エ
テ
ィ
ク
ス
﹂（
思

考
停
止
・
体
制
依
存
型
人
間
）
が
死

滅
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
ま
さ
に﹁
再
発
性
全
体
主
義
﹂

が
支
配
す
る
社
会
に
な
っ
た
の
だ
。

ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
賞
受
賞
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
、
渾
身
の
ノ

ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
！

ジ
ョ
ー
ジ・
オ
ー
ウ
ェ
ル
賞

受
賞
作
品

権
威
主
義
体
制
下
の
﹁
プ
ー
チ
ン

時
代
﹂
に
お
い
て
、
ロ
シ
ア
人
は
個

人
の
志
と
国
家
や
社
会
の
要
求
と
い

う
、二
つ
の
大
き
な
圧
力
の
間
で﹁
板

ば
さ
み
﹂
に
苛
ま
れ
な
が
ら
も
、
何

が
有
利
に
な
る
の
か
、﹁
狡
知
﹂
を
は

た
ら
か
せ
て
生
き
て
い
る
。
本
書
は
、

抑
圧
下
の
現
代
ロ
シ
ア
を
舞
台
に
、

主
に
七
人
の
群
像
が
活
写
さ
れ
る
。

﹁
プ
ー
チ
ン
政
治
の
映
像
プ
ロ
デ

ュ
ー
サ
ー
﹂
と
さ
れ
る
国
営
テ
レ
ビ

局
の
最
高
責
任
者
か
ら
、
チ
ェ
チ
ェ

ン
戦
争
の
凄
惨
な
現
実
を
目
の
当
た

り
に
し
た
人
権
活
動
家
、
尊
敬
を
集

め
た
聖
職
者
で
、
教
会
を
厳
し
く
批

判
し
た
神
父
、
ク
リ
ミ
ア
で
親
ロ
シ

ア
派
と
し
て
住
民
投
票
し
、
夢
と
現

実
の
間
で
悩
む
実
業
家
、
ソ
連
強
制

収
容
所
で
の
流
刑
を
経
て
、
人
権
団

体
﹁
メ
モ
リ
ア
ル
﹂
の
創
設
に
参
加

し
た
活
動
家
、
プ
ー
チ
ン
政
権
と
歩

調
を
合
わ
せ
て
慈
善
活
動
す
る
医
師
、

国
家
資
金
横
領
で
自
宅
軟
禁
処
分
を

受
け
た
演
劇
界
き
っ
て
の
演
出
家
、

開
放
的
で
野
心
も
あ
る
が
、
今
あ
る

安
定
を
望
む
﹁
プ
ー
チ
ン
世
代
﹂
の

普
通
の
若
者
た
ち
ま
で
、
多
種
多
様

な
ロ
シ
ア
人
の
軌
跡
を
追
い
、
そ
の

集
団
的
な
潜
在
意
識
を
探
る
。

﹃
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
カ
ー
﹄
モ
ス
ク
ワ

特
派
員
が
、
体
制
派
か
ら
反
体
制
派

ま
で
、
各
世
代
、
各
立
場
の
人
々
に

密
着
取
材
、
プ
ー
チ
ン
支
配
下
で
の

葛
藤
と
妥
協
、
し
た
た
か
な
﹁
ず
る

賢
い
人
間
﹂
の
心
奥
に
迫
る
。

ロ
シ
ア

奪
わ
れ
た
未
来
ソ
連
崩
壊
後
の
四
半
世
紀
を
生
き
る

板
ば
さ
み
の
ロ
シ
ア
人
「
プ
ー
チ
ン
時
代
」に
生
き
る
狡
知
と
悲
劇
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王
の
逃
亡
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
変
え
た
夏

ヴ
ァ
レ
ン
ヌ
事
件
の

真
相
と
そ
の
後

四
六
判

三
一
二
頁

定
価
三
五
二
〇
円
（
本
体
三
二
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09388-7

フ
ラ
ン
ス
革
命
は
、
封
建
制
廃
止

決
議
や
人
間
と
市
民
の
権
利
の
宣
言

に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
歴
史
に
燦

然
と
輝
く
転
換
点
で
あ
る
。
こ
の
革

命
は
、
し
か
し
、
そ
の
数
年
後
、﹁
恐

怖
の
支
配
﹂
に
陥
る
。
よ
り
良
い
未

来
へ
の
確
信
か
ら
暴
力
と
粛
清
へ
の

暗
転
⋮
⋮

革
命
の
な
か
に
暴
力
に
陥
る
不
可

避
的
な
な
に
か
が
内
在
し
て
い
た
の

だ
ろ
う
か
？

本
書
に
よ
る
と
、
こ
の
謎
を
解
く

鍵
は
、
ヴ
ァ
レ
ン
ヌ
逃
亡
事
件
に
あ

る
。
一
七
九
一
年
六
月
二
十
日
か
ら

二
十
一
日
に
か
け
て
、
ル
イ
十
六
世

と
そ
の
一
家
が
、
チ
ュ
イ
ル
リ
宮
殿

を
ひ
そ
か
に
脱
出
し
て
国
境
を
越
え

よ
う
と
し
、
国
境
付
近
の
ヴ
ァ
レ
ン

ヌ
で
逮
捕
さ
れ
た
。

そ
れ
以
前
、
多
く
の
人
民
は
自
ら

の
﹁
市
民
王
﹂
が
革
命
を
支
持
し
て

い
る
と
信
じ
て
い
た
。
他
方
、
憲
法

制
定
国
民
議
会
で
は
立
憲
君
主
制
の

樹
立
に
向
け
た
作
業
が
進
め
ら
れ
、

革
命
の
﹁
終
息
﹂
が
政
治
的
日
程
に

上
っ
て
き
て
い
た
。

憲
法
が
ほ
ぼ
完
成
し
よ
う
と
し
て

い
た
こ
の
重
要
な
時
期
に
、
立
憲
制

の
要
で
あ
る
君
主
が
、
革
命
支
持
の

厳
粛
な
誓
い
を
破
り
、
パ
リ
か
ら
逃

れ
た

︱
そ
の
衝
撃
は
凄
ま
じ
か
っ

た
。
感
情
の
巨
大
な
波
が
国
中
を
駆

け
め
ぐ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
変

え
た
夏
の
真
相
に
迫
る
記
念
的
名
著
。

テ
ィ
モ
シ
ー
・
タ
ケ
ッ
ト
著

松
浦
義
弘
、正
岡
和
恵
訳

ビ
ザ
ン
ツ
帝
国

生
存
戦
略
の
一
千
年﹇
新
装
版
﹈

対
外
関
係
か
ら
見
る

ビ
ザ
ン
ツ
史

四
六
判

三
七
八
頁
＋
口
絵
一
六
頁

定
価
四
七
三
〇
円
（
本
体
四
三
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09379-5

ギ
ボ
ン
は
﹃
ロ
ー
マ
帝
国
衰
亡

史
﹄
で
、
彼
の
い
う
﹁
ギ
リ
シ
ア
人
﹂

つ
ま
り
ビ
ザ
ン
ツ
人
の
﹁
臆
病
と
内

紛
﹂
を
強
調
し
た
。
地
図
か
ら
ビ
ザ

ン
ツ
が
消
え
て
し
ま
っ
た
理
由
と
し

て
、
ビ
ザ
ン
ツ
人
に
何
か
し
ら
欠
陥

が
あ
っ
た
と
い
う
認
識
は
、
今
日
で

も
残
っ
て
い
る
。
多
く
の
敵
を
打
ち

破
る
た
め
軍
団
を
整
備
す
べ
き
時
に
、

教
義
論
争
や
教
会
装
飾
に
か
ま
け
て
、

政
治
・
経
済
の
現
実
を
無
視
し
た
と

い
う
の
だ
。

だ
が
、
も
し
本
当
に
ビ
ザ
ン
ツ
人

が
怠
惰
で
無
気
力
だ
っ
た
と
し
た
ら
、

な
ぜ
ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
は
あ
れ
ほ
ど
長

く
存
続
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
ア
レ
ク

サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
を
は
じ
め
、
カ
リ

ス
マ
的
な
開
祖
が
死
ぬ
と
た
ち
ま
ち

瓦
解
し
て
し
ま
っ
た
支
配
が
歴
史
上

に
は
し
ば
し
ば
み
ら
れ
る
。
し
か
も

ビ
ザ
ン
ツ
は
、
ア
ジ
ア
や
ア
ラ
ビ
ア

半
島
か
ら
人
の
波
が
西
へ
と
移
動
し

て
い
く
、
い
わ
ば
﹁
民
族
の
ボ
ウ
リ

ン
グ
場
﹂
の
端
に
位
置
し
て
い
た
。

あ
る
集
団
を
軍
事
力
で
打
ち
破
っ
た

と
こ
ろ
で
、
新
た
に
三
つ
の
集
団
が

現
れ
た
。
こ
こ
で
は
、
ま
っ
た
く
新

し
い
考
え
方
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。

ゆ
え
に
問
う
べ
き
は
、
な
ぜ
ビ
ザ

ン
ツ
が
滅
び
た
か
で
は
な
い
。
な
ぜ

不
利
な
条
件
の
も
と
で
存
続
で
き
た

か
な
の
だ

︱
。
本
書
は
、
お
も
な

皇
帝
と
印
象
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
軸

に
、
対
外
関
係
か
ら
ビ
ザ
ン
ツ
史
を

語
る
試
み
で
あ
る
。

ジ
ョ
ナ
サ
ン・
ハ
リ
ス
著

井
上
浩
一
訳
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●

白
水
社
の
新
刊
●

失
わ
れ
た〈
重
商
主
義
〉の
探
求

　
　
　
　
　
　

ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
の
商
業
・
利
潤
・
貨
幣

マ
ル
ク
ス
に
見
出
さ
れ
た

豊
穣
な
世
界
へ

四
六
判

二
五
八
頁

定
価
三
七
四
〇
円
（
本
体
三
四
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09391-7

経
済
学
の
歴
史
は
、
自
由
主
義
と

重
商
主
義
の
争
い
の
歴
史
で
あ
る
と

も
言
わ
れ
る
（
ロ
ド
リ
ッ
ク
﹃
貿
易

戦
争
の
政
治
経
済
学
﹄）。
資
本
主
義

の
機
能
不
全
が
指
摘
さ
れ
る
昨
今
、

重
商
主
義
へ
の
関
心
は
こ
れ
ま
で
以

上
に
高
ま
っ
て
い
る
。

こ
の
重
商
主
義
を
体
系
的
に
総
括

し
た
と
さ
れ
る
の
が
、
本
書
の
主
人

公
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
（
一

七
一
三
︱
一
七
八
〇
）
で
あ
る
。
そ
の

﹃
経
済
学
原
理
﹄（
一
七
六
七
年
）
を

丹
念
に
読
み
解
き
な
が
ら
、
重
商
主

義
を
捉
え
直
す
の
が
本
書
で
あ
る
。

ス
テ
ュ
ア
ー
ト
﹃
経
済
学
原
理
﹄

は
、
資
本
主
義
が
危
機
に
陥
る
た
び

何
度
も
読
み
直
さ
れ
て
き
た
。
十
九

世
紀
に
は
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
が﹃
剰

余
価
値
学
説
史
﹄
で
批
判
的
に
捉
え

直
し
、
ス
ミ
ス
の
登
場
以
来
、
忘
却

さ
れ
た
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
を
よ
み
が
え

ら
せ
て
い
る
。

二
十
世
紀
に
な
る
と
、
ケ
イ
ン
ズ

が
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
を
召
喚
し
て
い
る
。

三
〇
年
代
の
危
機
の
さ
な
か
、
有
名

な
﹁
有
効
需
要
﹂
の
原
理
や
保
護
貿

易
論
が
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
と
と
も
に
提

唱
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

危
機
の
た
び
に
呼
び
出
さ
れ
て
き

た
ス
テ
ュ
ア
ー
ト
だ
が
、
マ
ル
ク
ス

は
じ
め
そ
の
読
み
は
果
た
し
て
正
し

か
っ
た
の
か
？

本
書
は
﹁
商
業
﹂
の

構
造
を
再
検
討
し
な
が
ら
、
利
潤
論

と
貨
幣
論
を
読
み
直
し
て
い
く
。
経

済
原
論
の
新
地
平
を
開
拓
し
た
一
冊
。

塩
見
由
梨
著

『
文
明
の
衝
突
』
と
並
ぶ
主
著

近
年
、
民
主
主
義
を
問
い
直
す
動

き
が
急
速
に
進
ん
で
い
る
。
二
十
世

紀
後
半
に
進
ん
だ
民
主
化
は
、
民
主

主
義
が
標
準
的
な
政
治
体
制
と
な
り
、

世
界
の
隅
々
に
行
き
わ
た
る
こ
と
を

期
待
さ
せ
た
。

し
か
し
、
二
十
一
世
紀
を
迎
え
て

か
ら
、
民
主
化
し
た
と
見
え
た
国
が

実
は
権
威
主
義
的
な
要
素
を
多
分
に

持
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ

た
り
、
徐
々
に
民
主
主
義
が
侵
食
さ

れ
る
事
例
が
注
目
さ
れ
る
な
ど
、
民

主
主
義
の
行
方
に
暗
雲
が
立
ち
込
め

て
い
る
。

こ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
そ
も

そ
も
二
十
世
紀
後
半
に
も
た
ら
さ
れ

た
民
主
主
義
と
は
何
だ
っ
た
の
か
、

そ
し
て
、
そ
の
起
点
と
な
る
一
連
の

民
主
化
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た

の
か
は
関
心
の
的
と
な
る
。

二
十
世
紀
後
半
の
民
主
化
の
流
れ

を
﹁
第
三
の
波
﹂
と
類
型
化
し
、
体

系
的
な
分
析
を
お
こ
な
っ
た
サ
ミ
ュ

エ
ル
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
の
本
書
は
、

出
版
か
ら
三
十
年
を
経
て
も
な
お
頻

繁
に
引
用
さ
れ
る
政
治
学
の
古
典
で

あ
り
、
民
主
主
義
を
め
ぐ
る
議
論
の

出
発
点
と
し
て
、
世
界
中
で
繰
り
返

し
人
々
が
立
ち
返
る
参
照
点
と
な
っ

て
い
る
。

し
か
し
、
残
念
な
こ
と
に
日
本
語

で
の
本
書
へ
の
ア
ク
セ
ス
は
長
く
制

限
さ
れ
て
き
た
。﹃
文
明
の
衝
突
﹄
と

並
ぶ
、
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
の
記
念
碑

的
著
作
を
新
訳
で
刊
行
！

第
三
の
波
二
〇
世
紀
後
半
の
民
主
化

サ
ミ
ュ
エ
ル
・Ｐ
・
ハ
ン
テ
ィ
ン
ト
ン
著

川
中
豪
訳

四
六
判

四
一
四
頁

定
価
三
九
六
〇
円
（
本
体
三
六
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09389-4
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白
水
社
の
新
刊
●

ブ
ル
シ
ッ
ト
・
ジ
ョ
ブ
か
ら

脱
却
す
る
た
め
に
！

四
六
判

一
八
二
頁

定
価
二
二
〇
〇
円
（
本
体
二
〇
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09476-1

﹁︿
脱
成
長
﹀
の
核
心
に
あ
る
の
は

働
き
方
の
変
革
だ
。
過
労
と
雇
用
不

安
が
同
居
す
る
日
本
社
会
へ
の
最
良

の
処
方
箋
と
な
る
一
冊
。﹂

広
井
良
典
（
京
都
大
学
教
授
）

　
　
　
❖

資
本
主
義
的
な
賃
労
働
体
制
か
ら

の
解
放
と
、
自
由
時
間
の
増
加
を
、

脱
成
長
は
め
ざ
し
て
い
る
。
Ｄ
Ｘ
が

推
進
さ
れ
る
い
ま
、
我
々
が
知
っ
て

お
く
べ
き
は

│
ブ
ル
シ
ッ
ト
・
ジ

ョ
ブ
か
ら
の
脱
却
に
必
要
な
の
は
、

﹁
よ
り
少
な
く
働
く
か
、
働
き
方
を

変
え
る
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
働

か
な
い
﹂
こ
と
。

本
書
は
、
労
働
を
め
ぐ
る
問
題
に

つ
い
て
、
現
代
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な

事
例
を
も
と
に
し
つ
つ
考
察
す
る
。

コ
ロ
ナ
禍
下
に
お
い
て
急
拡
大
し
た

テ
レ
ワ
ー
ク
が
、
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
な

働
き
方
を
可
能
と
す
る
一
方
、
新
た

な
﹁
シ
ャ
ド
ウ
・
ワ
ー
ク
﹂
を
生
み

出
し
、
同
時
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
の

増
加
を
要
求
す
る
状
況
の
な
か
で
、

食
生
活
の
ロ
ー
カ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
や

イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
経
済
の
重
要
性
を

説
い
て
ゆ
く
。

マ
ル
ク
ス
、
ゴ
ル
ツ
、
イ
リ
イ
チ

⋮
⋮
社
会
思
想
家
た
ち
の
歴
史
的
な

文
脈
は
も
ち
ろ
ん
、
ベ
ー
シ
ッ
ク
・

イ
ン
カ
ム
の
政
策
論
争
が
す
す
ん
で

い
る
欧
州
の
最
新
研
究
を
踏
ま
え
、

気
候
変
動
や
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
時
代

の
﹁
働
き
方
改
革
﹂
を
唱
え
、
労
働

の
在
り
方
を
問
う
。

セ
ル
ジ
ュ・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
著

中
野
佳
裕
訳

脱
成
長
が
も
た
ら
す
働
き
方
の
改
革

二
〇
二
一
年
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞

受
賞
！
初
期
代
表
作

舞
台
は
二
十
世
紀
初
頭
、
現
在
の

タ
ン
ザ
ニ
ア
の
架
空
の
町
。
主
人
公

ユ
ス
フ
の
十
二
歳
か
ら
十
八
歳
ま
で

の
成
長
の
過
程
が
辿
ら
れ
、
東
ア
フ

リ
カ
沿
岸
地
域
の
歴
史
的
な
大
転
換

期
が
、
少
年
の
目
か
ら
語
ら
れ
る
。

宿
を
経
営
す
る
ユ
ス
フ
の
父
親
は

借
金
に
行
き
詰
ま
り
、
裕
福
な
商
人

ア
ズ
ィ
ズ
に
借
金
の
形
に
息
子
を
差

し
出
す
。
ユ
ス
フ
は
使
用
人（
奴
隷
）

と
し
て
働
き
、
内
陸
へ
の
隊
商
で
莫

大
な
富
を
得
て
い
る
ア
ズ
ィ
ズ
の
旅

に
加
わ
る
。

互
い
に
争
う
ア
ラ
ブ
人
、
イ
ン
ド

人
、
ア
フ
リ
カ
人
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

の
い
く
つ
も
の
勢
力
を
目
撃
し
、
さ

ま
ざ
ま
な
経
験
を
積
ん
だ
ユ
ス
フ
は

次
第
に
自
ら
の
隷
属
状
態
に
つ
い
て

疑
問
を
抱
き
は
じ
め
る
⋮
⋮
。

作
家
は
一
九
四
八
年
ザ
ン
ジ
バ

ル
（
現
在
の
タ
ン
ザ
ニ
ア
）
生
ま
れ
。

革
命
の
混
乱
を
受
け
て
六
七
年
に
イ

ギ
リ
ス
に
渡
る
。
ケ
ン
ト
大
学
で
博

士
号
を
取
得
。
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル

文
学
を
教
え
な
が
ら
執
筆
活
動
を
続

け
、
現
在
、
同
大
学
名
誉
教
授
。
こ

れ
ま
で
に
長
篇
十
作
を
発
表
し
、
一

九
九
四
年
に
刊
行
し
た
四
作
目
と
な

る
本
書
﹃
楽
園
﹄
は
ブ
ッ
カ
ー
賞
お

よ
び
ウ
ィ
ッ
ト
ブ
レ
ッ
ド
賞
の
最
終

候
補
と
な
る
。
二
〇
二
一
年
に
ノ
ー

ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
す
る
。

巻
末
に
﹁
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞

記
念
講
演
﹂
を
収
録
。

四
六
判

二
九
四
頁

定
価
三
五
二
〇
円
（
本
体
三
二
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09462-4

ア
ブ
ド
ゥ
ル
ラ
ザ
ク
・
グ
ル
ナ
著

粟
飯
原
文
子
訳

【
グ
ル
ナ・コ
レ
ク
シ
ョ
ン
】

楽
園
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●

白
水
社
の
新
刊
●

韓
国
社
会
の〝
恨
〞
を
描
く

ゴ
シ
ッ
ク
ス
リ
ラ
ー

四
六
判

二
九
六
頁

定
価
二
六
四
〇
円
（
本
体
二
四
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09089-3

物
語
の
舞
台
は
、
一
九
五
〇
年
代

後
半
、
朝
鮮
戦
争
の
傷
跡
が
生
々
し

く
残
る
、
朝
鮮
初
の
西
洋
式
﹁
大
仏

ホ
テ
ル
﹂。
朝
鮮
半
島
に
外
国
人
が

押
し
寄
せ
た
時
代
に
仁
川
に
建
て
ら

れ
た
実
在
の
ホ
テ
ル
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
軍
の
無
差
別
爆
撃
で
家

族
を
亡
く
し
た
チ
・
ヨ
ン
ヒ
ョ
ン
は

仁
川
の
港
で
泊
ま
り
客
を
大
仏
ホ
テ

ル
に
案
内
す
る
仕
事
を
し
て
い
た
。

雇
い
主
は
同
い
歳
の
コ
・
ヨ
ン
ジ
ュ

だ
。
ヨ
ン
ジ
ュ
は
苦
労
し
て
英
語
を

習
得
し
、
大
仏
ホ
テ
ル
の
後
身
で
あ

る
中
華
楼
で
の
通
訳
を
経
て
、
再
オ

ー
プ
ン
し
た
大
仏
ホ
テ
ル
の
管
理
を

任
さ
れ
る
一
方
で
、
ア
メ
リ
カ
行
き

を
虎
視
眈
々
と
狙
う
。
中
華
楼
の
料

理
人
の
ル
ェ
・
イ
ハ
ン
は
、
韓
国
人

か
ら
ヘ
イ
ト
の
対
象
と
さ
れ
る
華
僑

の
一
族
の
ひ
と
り
。
か
つ
て
栄
華
を

誇
っ
た
大
仏
ホ
テ
ル
も
、
今
や
中
華

楼
三
階
の
客
室
三
室
と
ホ
ー
ル
だ
け

の
営
業
と
な
っ
た
。
悪
霊
に
取
り
憑

か
れ
て
い
る
と
噂
さ
れ
る
こ
の
ホ
テ

ル
に
、
あ
る
日
、
シ
ャ
ー
リ
イ
・
ジ

ャ
ク
ス
ン
が
チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
。
エ
ミ

リ
ー
・
ブ
ロ
ン
テ
も
姿
を
現
し
、
運

命
の
歯
車
が
回
り
だ
す
。

伝
播
す
る
憎
し
み
、
恨
み
、
運
命

を
変
え
た
い
人
々
、
叶
え
た
い
想
い

⋮
⋮
。
ス
リ
リ
ン
グ
な
展
開
と
繊
細

な
心
理
描
写
に
よ
っ
て
、
韓
国
社
会

の
通
奏
底
音
で
あ
る
﹁
恨
（
ハ
ン
）﹂

を
描
き
き
り
、
最
後
は
大
き
な
感
動

に
包
ま
れ
る
、
著
者
の
新
境
地
。

【
エ
ク
ス
・
リ
ブ
リ
ス
】

大
仏
ホ
テ
ル
の
幽
霊

カ
ン・
フ
ァ
ギ
ル
著

小
山
内
園
子
訳

白水社　2023年のベスト10 発表！
❻経済学の壁　教科書の「前提」を問う
前田裕之 著
新古典派からマルクス経済学、行動経済学から神
経経済学まで、「学派」の壁を超えたはじめての経
済学入門！　新たな地図で経済学の海へ。
❼しくみが身につく手話1　入門編
前川和美、下谷奈津子、平 英司 著
ろう者が日常で使う手話の入門書。付属DVDで動
画を見ながら、「目でみることば」のしくみを身に
つけて、自分のことを手話で表してみましょう。
❽市民的抵抗　非暴力が社会を変える
エリカ・チェノウェス 著　小林綾子 訳
「ある国の人口の3.5％が非暴力で立ち上がれば、
社会は変わる」。世界中で話題をさらったハーバー
ド大教授による現代革命論。斎藤幸平さん推薦！
❾インド外交の流儀　先行き不透明な世界に向けた戦略
Ｓ・ジャイシャンカル 著　笠井亮平 訳
インド外交の役割から今後の展開に至るまで、現
役の外相がその「手の内」を明かし、米中日を中
心に変貌著しい国際関係の見取図を示す。
➓しくみが身につく手話 2　初級編
前川和美、下谷奈津子、平 英司 著
手話の入門を終えた人のための学習書。基本をお
さらいし、手話ならではのCL表現などを、詳し
い解説と練習問題で身につけます。DVD付。

❶中世への旅 騎士と城［白水Uブックス1111］
ハインリヒ・プレティヒャ 著　平尾浩三 訳
城での生活、日々の仕事や娯楽など、騎士文化最盛
期のヨーロッパの騎士たちの日常生活。書泉グラン
デさんの熱意に応え復刊、異例の大増刷が話題に。
❷中世への旅 都市と庶民［白水Uブックス1135］
ハインリヒ・プレティヒャ 著　関 楠生 訳
「騎士と城」の大ヒットを受けて緊急復刊。時代の担
い手が騎士から市民へと交代した中世後期、都市
に住むさまざまな職業の人々とその暮らしを描く。
❸中世への旅 農民戦争と傭兵［白水Uブックス1136］
ハインリヒ・プレティヒャ 著　関 楠生 訳
こちらも緊急復刊。中世から近代への大転換期、没
落した騎士に代わり傭兵が活躍。ヴァレンシュタイ
ンら著名な傭兵隊長や農民戦争、三十年戦争を描く。
❹まいにちふれるフランス語手帳2023
トリコロル・パリ 監　ふらんす編集部 編
フランスにまつわるエッセイや単語集など満載で、
学習にも最適。大好評を受けて、2024年版ではド
イツ語、スペイン語、中国語も新たに仲間入り！
❺話の終わり［白水Uブックス245］
リディア・デイヴィス 著　岸本佐知子 訳
「アメリカ文学の静かな巨人」デイヴィスの代表作
にして無二の長編。かつての恋愛の記憶を綴る〈私〉
の思考を硬質な筆致で描き出す。

※2022年11月以降の実売数。『ライ麦畑でつか
まえて』などのロングセラーは除外しました。
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白
水
社
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●

デ
リ
ダ
で
／
と
と
も
に
、

「
存
在
と
時
間
」を
考
え
る
。

四
六
判

二
五
八
頁

定
価
四
四
〇
〇
円
（
本
体
四
〇
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09363-4

デ
リ
ダ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
講
義
を
読
む

亀
井
大
輔
、長
坂
真
澄
編
著

峰
尾
公
也
、加
藤
恵
介
、齋
藤
元
紀
、

須
藤
訓
任
著

ハ
イ
デ
ガ
ー
の
﹃
存
在
と
時
間
﹄

を
デ
リ
ダ
自
身
が
翻
訳
・
読
解
し
、

﹁
歴
史
﹂
を
揺
る
が
し
た
全
九
回
の

講
義
を
、
日
本
の
哲
学
研
究
者
た
ち

が
読
み
解
く
！

本
書
は
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
講

義
録
﹃
ハ
イ
デ
ガ
ー

│
存
在
の
問

い
と
歴
史
﹄
を
共
通
の
テ
ク
ス
ト
と

し
て
、
六
人
の
執
筆
者
（
峰
尾
公
也
、

加
藤
恵
介
、
齋
藤
元
紀
、
亀
井
大
輔
、

長
坂
真
澄
、
須
藤
訓
任
）
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
視
点
か
ら
光
を
あ
て
た
論
考

を
収
録
。﹁
デ
リ
ダ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー

講
義
﹂
を
立
体
的
に
照
ら
し
出
し
、

講
義
録
に
含
ま
れ
た
論
点
を
浮
か
び

上
が
ら
せ
、
デ
リ
ダ
に
よ
る
ハ
イ
デ

ガ
ー
読
解
の
内
実
を
検
討
し
な
が
ら
、

そ
の
革
新
性
を
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く
。

そ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
デ
リ
ダ
と

の
関
係
を
解
明
す
る
研
究
の
集
成
で

も
あ
る
。

デ
リ
ダ
で
／
と
と
も
に
﹁
存
在
と

時
間
﹂
を
考
え
る
⋮
⋮
ハ
イ
デ
ガ
ー

と
デ
リ
ダ
と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え

た
い
読
者
に
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

デ
リ
ダ
の
講
義
録
を
こ
れ
か
ら
読
み

す
す
め
る
読
者
に
も
、
副
読
本
と
し

て
最
適
。

﹃
存
在
と
時
間
﹄
な
ど
の
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
哲
学
か
ら
、﹁
脱
構
築
﹂
は

ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
て
き
た
か
？

デ
リ
ダ
の
﹁
ハ
イ
デ
ガ
ー
講
義
﹂
を

ひ
も
と
き
、
解
明
し
て
ゆ
く
待
望
の

ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
。
巻
末
に
人
名
索
引

を
付
す
。

四
六
判

一
四
四
頁

定
価
二
八
六
〇
円
（
本
体
二
六
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09381-8

カ
ル
テ
ィ
エ
の
調
香
師
に
よ
る
、

嗅
覚
の
美
の
探
求
。

マ
チ
ル
ド・
ロ
ー
ラ
ン
の
調
香
術
香
水
を
感
じ
る
た
め
の
13
章

マ
チ
ル
ド
・
ロ
ー
ラ
ン
著

関
口
涼
子
訳

﹁
生
き
る
こ
と
は
息
を
す
る
こ
と
。

息
を
す
る
こ
と
は
香
り
を
感
じ
る
こ

と
。
だ
か
ら
、
生
き
る
こ
と
は
香
り

を
感
じ
る
こ
と
。﹂[
本
書
よ
り
]

◉

ロ
ー
ド
ス
タ
ー
、
ベ
ゼ
ヴ
ォ
レ
、

ラ
パ
ン
テ
ー
ル
⋮
⋮
カ
ル
テ
ィ
エ

の
香
水
の
傑
作
を
創
り
上
げ
て
き
た

マ
チ
ル
ド
・
ロ
ー
ラ
ン
。
芸
術
的
な

感
性
と
共
に
香
水
に
つ
い
て
毅
然
と

語
る
彼
女
は
、
フ
ァ
ク
ト
に
即
し
た

情
報
を
オ
ー
プ
ン
に
す
る
こ
と
こ
そ

が
、
香
水
の
世
界
を
理
解
し
、
香
水

に
喜
び
や
楽
し
さ
を
見
出
す
た
め
に

は
重
要
と
唱
え
る
。
そ
れ
は
、
人
間

の
感
覚
を
広
げ
、
世
界
の
嗅
覚
的
な

側
面
に
目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
。

本
書
は
、
子
ど
も
時
代
の
記
憶
も

み
ず
み
ず
し
い
描
写
で
綴
ら
れ
た
、

全
13
章
か
ら
な
る｢

香
り
を
感
じ
る

た
め
の
哲
学
﹂。
ハ
イ
ブ
ラ
ン
ド
の

香
水
も
デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ス
ト
ア
の

香
水
も
等
し
く
存
在
価
値
が
あ
る
と

い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
は
じ
め
、
香
水

を
短
期
間
の
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
か
ら

救
い
だ
す
方
策
や
、
香
水
の
世
界
を

ジ
ェ
ン
ダ
ー
レ
ス
に
し
て
ゆ
く
手
段

な
ど
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
と
し
て
の
提
言

（
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
）
も
魅
力
的
だ
。

カ
ル
テ
ィ
エ
の
専
属
調
香
師
に
よ

る
、
嗅
覚
の
美
に
つ
い
て
探
求
し
た
、

し
な
や
か
に
生
き
る
女
性
の
自
伝
的

エ
ッ
セ
イ
。
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
時
代

に
こ
そ
必
要
な
、
あ
な
た
の
感
性
を

み
が
く
﹁
香
り
の
時
間
﹂。
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●

写
本
が
語
る
、

中
世
の
人
々
の
人
生
と
心
情

四
六
判

三
五
八
頁
＋
カ
ラ
ー
口
絵
二
四
頁

定
価
五
五
〇
〇
円
（
本
体
五
〇
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09386-3

中
世
の
写
本
の
隠
れ
た
作
り
手
た
ち

ヘ
ン
リ
ー
八
世
か
ら
女
世
捨
て
人
ま
で

メ
ア
リ
ー
・
ウ
ェ
ル
ズ
リ
ー
著

田
野
崎
ア
ン
ド
レ
―
ア
嵐
監
訳

和
爾
桃
子
訳

中
世
写
本
と
は
、
書
か
れ
た
テ
ク

ス
ト
で
あ
る
と
同
時
に
、
テ
ク
ス
ト

の
作
者
か
ら
写
字
生
・
画
工
、
パ
ト

ロ
ン
=
注
文
主
、
後
の
所
有
者
や
再

発
見
者
ま
で
、
か
か
わ
っ
た
人
々
の

個
人
史
の
集
積
体
で
も
あ
る
。
た
と

え
ば
ヘ
ン
リ
ー
八
世
が
作
ら
せ
所
有

し
て
い
た
詩
編
集
に
は
、
聖
書
を
題

材
に
し
つ
つ
当
時
の
政
治
を
反
映
し

た
挿
絵
が
あ
り
、
王
の
心
情
を
物
語

る
書
き
込
み
が
な
さ
れ
て
い
た
。

写
本
文
化
は
、
注
目
を
集
め
歴
史

に
名
の
残
る
パ
ト
ロ
ン
や
著
者
だ
け

で
な
く
、
膨
大
な
数
の
無
名
の
人
々

に
支
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
そ
の

な
か
に
は
、
他
人
の
作
と
さ
れ
な
い

よ
う
自
分
の
存
在
を
暗
号
に
し
て
写

本
に
残
し
た
人
や
、
名
前
も
わ
か
ら

な
い
が
特
徴
の
あ
る
画
風
か
ら
キ
ャ

リ
ア
の
推
測
が
な
さ
れ
て
い
る
人
の

よ
う
に
、
あ
る
い
は
二
度
焼
け
出
さ

れ
た
本
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
形

で
写
本
の
中
に
人
生
の
な
に
が
し
か

が
、
か
い
ま
見
え
る
場
合
が
あ
る
。

本
書
は
そ
う
し
た
有
名
無
名
の
男
女

の
人
生
と
、
そ
の
作
品
で
あ
る
写
本

の
生
涯
を
、
カ
ラ
ー
口
絵
と
と
も
に

読
ん
で
い
く
。
そ
し
て
同
時
に
、
さ

ま
ざ
ま
な
女
性
著
者
の
作
品
と
、
そ

れ
が
と
き
に
社
会
的
地
位
に
左
右
さ

れ
て
数
奇
な
運
命
を
た
ど
っ
た
（
後

世
の
女
性
写
本
研
究
者
の
業
績
す
ら

例
外
で
は
な
い
）
経
緯
を
拾
い
上
げ

た
、
一
種
の
﹁
写
本
に
ま
つ
わ
る
中

世
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
﹂
で
も
あ
る
。

隠
さ
れ
た
日
本
の
か
た
ち

四
六
判

二
八
〇
頁

定
価
二
三
一
〇
円
（
本
体
二
一
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09390-0

﹁
地
形
図
を
作
り
始
め
た
の
は
、

ど
の
国
で
も
た
い
て
い
陸
軍
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
海
図
は
海
軍
が
作
っ
た
。

陸
で
あ
れ
海
で
あ
れ
、
国
を
守
る
た

め
に
正
確
な
地
図
が
必
要
で
あ
る
こ

と
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
で
、

他
国
を
侵
略
す
る
に
も
、
先
立
つ
も

の
は
地
図
で
あ
っ
た
。﹂（
本
書
﹁
は

じ
め
に
﹂
よ
り
）

軍
港
や
飛
行
場
な
ど
の
軍
用
地
、

重
要
な
工
場
や
発
電
所
、
ダ
ム
、
鉄

道
操
車
場
と
い
っ
た
場
所
の
地
図
は
、

敵
国
の
目
か
ら
隠
す
た
め
に
、
と
き

に
別
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
り
、

ま
っ
た
く
の
空
白
と
さ
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。

と
は
い
え
、
正
確
に
描
か
れ
た
地

図
の
な
か
で
こ
の
よ
う
な
改
描
は
逆

に
目
立
つ
こ
と
も
多
い
。
呉
や
佐
世

保
、
横
須
賀
と
い
っ
た
地
の
空
白
が

意
味
す
る
も
の
は
、
歴
史
を
知
る
わ

た
し
た
ち
に
と
っ
て
は
明
ら
か
だ
。

こ
の
本
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
用
途

や
時
代
の
地
図
を
も
と
に
、
日
本
が

か
か
わ
っ
た
﹁
戦
争
﹂
の
痕
跡
を
さ

ぐ
っ
て
い
く
。

軍
用
地
や
軍
用
鉄
道
は
戦
後
ど
の

よ
う
な
変
遷
を
遂
げ
た
の
か
。
ま
た
、

日
本
の
支
配
下
に
あ
っ
た
朝
鮮
や
台

湾
、
満
洲
国
の
地
図
は
い
か
に
描
か

れ
て
い
た
の
か
。

地
図
か
ら
日
本
の
歩
み
が
立
体
的

に
浮
か
び
上
が
る
。掲
載
地
図
一
三
〇

点
以
上
。領
有
を
め
ぐ
っ
て
揺
れ
る
尖

閣
諸
島
や
北
方
領
土
の
地
図
も
掲
載
。

今
尾
恵
介
著

地
図
で
読
む
戦
争
の
時
代
﹇
増
補
新
版
﹈

描
か
れ
た
日
本
、描
か
れ
な
か
っ
た
日
本
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四
六
判

一
九
二
頁

定
価
二
五
三
〇
円
（
本
体
二
三
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09397-9

ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
受
賞
作
家
の

代
表
作
と
エ
ッ
セ
イ

だ
れ
か
、来
る

ヨ
ン・
フ
ォ
ッ
セ
著

河
合
純
枝
訳

昨
年
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し

た
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
を
代
表
す
る
劇
作

家
の
代
表
作
﹁
だ
れ
か
、
来
る
﹂
と

エ
ッ
セ
イ
﹁
魚
の
大
き
な
目
﹂
を
収

録
。
邦
訳
の
単
行
本
は
初
と
な
る
。

シ
ン
プ
ル
な
言
葉
を
繰
り
返
す
詩

の
よ
う
な
台
詞
で
人
間
の
本
質
を
問

う
﹁
だ
れ
か
、
来
る
﹂
は
、
だ
れ
も

が
自
分
と
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
る
。
九

〇
年
代
に
発
表
さ
れ
る
や
、
世
界
に

衝
撃
を
齎
し
た
。
リ
ア
リ
ズ
ム
と
不

条
理
演
劇
の
間
を
往
来
す
る
作
風
は
、

フ
ォ
ッ
セ
が
、
同
じ
く
ノ
ル
ウ
ェ
ー

出
身
の
劇
作
家
イ
プ
セ
ン
の
再
来
、

︿
二
十
一
世
紀
の
ベ
ケ
ッ
ト
﹀
な
ど

と
称
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
も
あ
る
。

ベ
ル
リ
ン
在
住
の
訳
者
は
、
著
者

と
二
十
年
以
上
親
交
を
重
ね
て
き
た

最
良
の
理
解
者
。
フ
ォ
ッ
セ
は
西
海

岸
の
周
縁
に
生
き
る
市
井
の
人
々
の

姿
を
描
く
た
め
に
、
西
海
岸
の
書
き

言
葉
ニ
ー
ノ
シ
ュ
ク
で
執
筆
す
る
。

翻
訳
は
ド
イ
ツ
語
版
か
ら
行
い
、
訳

者
が
著
者
に
直
接
確
認
し
な
が
ら
完

成
さ
せ
た
。
エ
ッ
セ
イ
﹁
魚
の
大
き

な
目
﹂
は
、
フ
ィ
ヨ
ル
ド
と
と
も
に

あ
る
生
活
の
風
景
や
フ
ォ
ッ
セ
の
文

学
観
が
よ
く
わ
か
る
。

巻
末
の
訳
者
に
よ
る
解
説
で
は
、

文
学
的
出
発
点
に
な
っ
た
出
来
事
、

原
風
景
、
創
作
の
テ
ー
マ
、
影
響
を

受
け
た
世
界
文
学
や
、
主
要
作
品
の

紹
介
の
み
な
ら
ず
、
著
者
と
の
長
年

の
親
交
の
な
か
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
か

ら
貴
重
な
素
顔
も
伝
わ
っ
て
く
る
。

話 題 の 既 刊 書

川端康成や三島由紀夫など、
多くの著名作家に愛された特別なホテルの歴史―

常盤新平 著

山の上ホテル物語
2024 年 2 月 13 日から当面の間、

建物の老朽化に対応するため全館休業。

井上靖、檀一雄、松本清張、吉行淳之介、小林秀雄、吉田健一、
舟橋聖一、石坂洋次郎、高見順などなど……多くの作家に愛され、
数々の名作を生み出す影の力となったすてきなホテルのすてきな
物語。創業者をはじめ支配人たちが語る作家たちの素顔を通して、
創業以来のホテルの歴史を名エッセイスト・常盤新平が綴る。
解説＝坪内祐三
［白水 Uブックス 1091］
新書判／ 243 頁／定価 1,320 円（本体 1,200 円）
ISBN978-4-560-72091-2 

U
ブ
ッ
ク
ス

重版分から、
山の上ホテル様

よりご提供いただいた
写真の新帯仕様に！
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文庫クセジュ／白水 U ブックス

﹁
二
〇
一
三
年
十
一
月
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
大
統
領
ヴ
ィ
ク
ト
ル
・
ヤ
ヌ

コ
ー
ヴ
ィ
チ
が
欧
州
連
合
（
Ｅ
Ｕ
）
と
の
連
合
協
定
の
調
印
を
断
念
し

た
時
、
こ
の
決
断
が
冷
戦
終
結
以
降
に
世
界
が
経
験
し
た
最
も
深
刻
な

国
際
危
機
の
一
つ
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
る
と
は
誰
に
も
想
像
で
き

な
か
っ
た
﹂（
本
書
﹁
序
文
﹂
よ
り
）

本
書
は
、
一
九
九
一
年
の
ソ
ビ
エ
ト
崩
壊
以
降
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
維

持
し
て
き
た
二
つ
の
主
要
パ
ー
ト
ナ
ー
で
あ
る
Ｅ
Ｕ
と
ロ
シ
ア
と
の
関

係
推
移
を
中
心
に
、
現
在
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
理

解
す
る
た
め
の
手
が
か
り
を
解
説
す
る
。
歴
代
大
統
領
が
Ｅ
Ｕ
や
ロ
シ

ア
に
向
け
て
採
っ
た
政
策
と
そ
の
反
応
、
オ
レ
ン
ジ
革
命
や
ユ
ー
ロ
マ

イ
ダ
ン
と
い
っ
た
国
内
の
問
題
、
ク
リ
ミ
ア
併
合
や
ド
ン
バ
ス
地
方
に

お
け
る
ロ
シ
ア
と
の
緊
張
状
態
な
ど
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
外
交
政
策
に
影

響
を
与
え
た
重
要
な
段
階
を
、
世
論
調
査
・
社
会
学
的
調
査
に
よ
る
ウ

ク
ラ
イ
ナ
の
声
と
と
も
に
描
く
。 現

状
を
理
解
す
る
た
め
の
手
が
か
り

エ
マ
ニ
ュ
エ
ル
・
ア
ル
マ
ン
ド
ン
著

ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
地
政
学

Q1061村
松
恭
平
訳

新
書
判

一
四
四
頁

定
価
一
五
四
〇
円
（
本
体
一
四
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-51061-2

魔
都
ロ
ン
ド
ン
時
間
の
迷
宮
を
彷
徨
う

ピ
ー
タ
ー
・
ア
ク
ロ
イ
ド
著

魔
の
聖
堂

U 250矢
野
浩
三
郎
訳

新
書
判

三
九
六
頁

定
価
二
七
五
〇
円
（
本
体
二
五
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-07250-9

十
八
世
紀
初
め
、
ロ
ン
ド
ン
大
火
後
の
首
都
再
建
計
画
の
一
環
と
し

て
市
内
各
所
に
建
設
中
の
七
つ
の
教
会
に
、
異
端
の
聖
堂
建
築
家
ニ
コ

ラ
ス
・
ダ
イ
ア
ー
が
秘
か
に
仕
掛
け
た
企
み
と
は
。
一
方
、
そ
れ
か
ら

約
二
百
五
十
年
後
、
現
代
の
ロ
ン
ド
ン
で
は
教
会
周
辺
で
少
年
ば
か
り

を
狙
っ
た
連
続
殺
人
が
発
生
、
有
力
な
手
掛
か
り
も
な
い
ま
ま
深
ま
る

謎
に
、
捜
査
を
指
揮
す
る
ホ
ー
ク
ス
ム
ア
警
視
正
は
次
第
に
事
件
の
奥

に
潜
む
闇
に
吞
み
込
ま
れ
て
い
く
。
時
を
超
え
て
反
響
し
あ
う
二
つ
の

物
語
の
結
末
は
⋮
⋮
。
円
環
す
る
時
間
と
重
層
す
る
空
間
を
通
し
て
魔

都
ロ
ン
ド
ン
を
彷
徨
う
都
市
迷
宮
小
説
。﹁﹃
魔
の
聖
堂
﹄
は
機
知
に
富

ん
だ
不
気
味
な
想
像
力
の
作
品
で
あ
り
、
複
雑
な
プ
ロ
ッ
ト
を
有
し
、

人
類
の
堕
落
し
た
本
質
に
対
す
る
懸
念
が
繰
り
返
し
執
拗
な
ま
で
に
描

き
込
ま
れ
て
い
る
﹂（
ジ
ョ
イ
ス
・
キ
ャ
ロ
ル
・
オ
ー
ツ
）。
デ
ヴ
ィ
ッ
ド
・

ボ
ウ
イ
が
愛
読
し
、
ア
ラ
ン
・
ム
ー
ア
（﹃
フ
ロ
ム
・
ヘ
ル
﹄）
ら
に
影

響
を
与
え
た
、ウ
ィ
ッ
ト
ブ
レ
ッ
ド
賞
、ガ
ー
デ
ィ
ア
ン
小
説
賞
受
賞
作
。
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中級フランス語　つたえる文法［新装版］

ISBN978-4-560-08997-2

言いたいことをうまく伝えるために
曽我祐典 著

四六判　182頁　定価 2640円（本体 2400円）

　「つたえる文法」では、フランス社会におけることばづかいについて
考えます。たとえば、同僚に「プリンターを使わせて」とフランス語で
頼む場合、あなたならどう言いますか？　聞き手がどのように受けとる
かを想像しながら、その場にふさわしい表現を使いわけましょう。こと
ばづかいの陰に文法あり。動詞と構文を中心にフランス語のしくみを体
系的にとらえながら、言いたいことを的確に相手に伝えるためのセンス、
「しっくりくる感覚」を養います。

中級フランス語　あらわす文法［新装版］

ISBN978-4-560-08996-5

フランス語らしく表現するために
東郷雄二 著

四六判 186頁　定価 2640円（本体 2400円）

　「中級フランス語」は、さらにもう一歩先のフランス語をめざす人のた
めのシリーズです。第 1弾の本書では、4 0 の問題が出されます。一見す
るとどれも初級文法を終えていればできそうな問題です。ところが、問
題を解いていくうちに、初級文法で教わったことでは手に負えないもの
があることが明らかになるでしょう。明快な解説を読み進むうちに、無
味乾燥に思える文法の中に確かな〈しくみ〉が見えてきます。隠れた〈し
くみ〉を意識し、フランス語らしい表現を自分のものにしましょう。

中級フランス語　よみとく文法［新装版］

ISBN978-4-560-08998-9

相手の意図を正しく読み解くために
西村牧夫 著

四六判 194頁　定価 2640円（本体 2400円）

　「よみとく文法」では、小説、映画、ニュースなどから集めた文例を多
数紹介します。初級文法をひととおり終えると、単語の意味を追うだけで、
文章や会話を理解しているような気分になりがちです。ところがこの思
い込みには、つねに「読み落とし」という危険がつきまといます。時制
を勘違いしたり、否定を肯定に錯覚したりしてしまうことすらあります。
文法の謎を解き、「見逃したらたいへん！」という大事なポイントを押さ
えながら、相手の意図を正しく読みとる力をつけましょう。

語学書
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語学書

対訳　ドイツ語で読む「魔の山」

ISBN978-4-560-08991-0

マンの名作に原語で挑む。最良の登山ガイド
《CD付》小黒康正 編著

四六判 150頁　定価 3080円（本体 2800円）

　トーマス・マンの名作で、スイスの国際結核療養所を舞台に、7 つの章
を通じて主人公ハンス・カストルプが滞在した19 0 7 年からの 7 年間を描
く。いとこを見舞うために 3週間の予定で訪れた主人公は自身も肺を病
んでいることがわかり、長期滞在を余儀なくされる。そこで彼が見たのは、
第一次世界大戦前のヨーロッパの社会的・政治的・精神的行き詰まりだ
った。この世界文学を原文で味わう最良の入門書。各章に文法注を配し、
コラムも多数掲載。原書刊行から10 0 年のいまこそ、登頂をめざそう！

白
水
社
に
は
一
階
の
営
業
・
宣
伝
部
の
棚
の

隅
っ
こ
に
薬
箱
が
あ
り
、
以
前
は
年
末
年
始
に

な
る
と
多
く
の
社
員
が
胃
腸
薬
を
求
め
て
箱
を

開
け
に
き
た
も
の
で
し
た
が
、
現
在
は
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
も
あ
ま
り
な
さ
れ
ず
、
開
い
て
は
い
け

な
い
も
の
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
原

因
と
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
大
き
な
問
題
が
こ
の

薬
箱
に
は
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
薬

も
正
露
丸
の
香
り
に
ま
み
れ
て
し
ま
い
、
服
用

す
る
際
に
は
か
な
り
の
勇
気
が
必
要
と
な
り
、

紙
を
扱
う
仕
事
に
は
必
須
の
絆
創
膏
に
ま
で
、

い
や
絆
創
膏
だ
か
ら
こ
そ
な
の
か
、
こ
の
香
り

は
深
く
浸
透
し
社
員
た
ち
を
悩
ま
せ
た
の
で
す
。

入
社
前
に
慣
れ
な
い
品
出
し
作
業
の
ア
ル
バ

イ
ト
に
き
て
い
た
新
人
Ｔ
君
も
、
何
度
も
教
科

書
や
段
ボ
ー
ル
で
手
を
切
り
こ
の
洗
礼
を
受
け

た
の
で
す
が
、
正
露
丸
の
香
り
は
切
り
傷
に
も

効
く
の
か
な
、
な
ん
て
思
っ
て
い
た
ら
し
く
、

入
社
後
も
こ
の
絆
創
膏
を
付
け
た
ま
ま
営
業
に

出
か
け
て
し
ま
い
、
電
車
内
の
周
り
の
反
応
で

気
が
付
き
、
慌
て
て
薬
局
へ
駆
け
込
む
こ
と
が

あ
っ
た
そ
う
で
す
。
書
店
さ
ん
で
漂
わ
せ
な
か

っ
た
こ
と
は
褒
め
て
あ
げ
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

営

業

部

だ

よ

り

対訳　ドイツ語で読む「若きヴェルターの悩み」
林 久博 編著

青年ヴェルターが婚約者のいる女性シャルロッテに恋をし、その想いを綴った書簡体
小説。58場面を精選し、語注、読解のポイントを添える。作品の背景や当時のドイ
ツ語に関するコラム、ゲーテの年譜など付録も充実。朗読 CD付。
◇四六判　156頁　定価 2640円（本体 2400円）　ISBN978-4-560-08816-6

聞いて読む初版グリム童話
𠮷原素子、𠮷原高志 編著

グリム兄弟が何度も手を入れてきたグリム童話の〈初版〉をドイツ語で味わってみよ
う！初版でしか読めないお話も含め、「白雪姫」「ヘンゼルとグレーテル」「いばら姫」
など 7編を収録。概説のほか、各話に書き換えの過程などについての解説、朗読CD付。
◇四六判　152頁　定価 2640円（本体 2400円）　ISBN978-4-560-08535-6

原文に接して初めて発見できることがある！
《対訳 ドイツ語で読む》 好評発売中！

《対訳 フランス語で読む》
もあります！

赤と黒
ゴリオ爺さん
レ・ミゼラブル

恐るべき子どもたち
ルパンの告白
カルメン

失われた時を求めて
モーパッサンの怪談
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14 9 2年、スペインのユダヤ人は母国を追われ、北アフリカや西欧、南北アメリカ、そし
て大半はオスマン帝国へ逃れた。この帝国は、20 世紀に至る数百年のあいだ、現在のトル
コやギリシアのほか、東欧からパレスチナ、アラビア半島までの広大な領域を治めていた。
こうしてヨーロッパ、イスラーム、アフリカ、アメリカを結ぶネットワークができあがった。
　ユダヤ・スペイン語はセファルディ語やラディーノ語と呼ばれ、15世紀のスペイン語を
基礎に、ヘブライ語やアラム語、アラビア語、トルコ語、ギリシア語、イタリア語、フラン
ス語、バルカン諸語から語彙を受容した。ヘブライ文字やアラビア文字、ギリシア文字、キ
リル文字も用いられたが、現在はほとんどの場合、ラテン文字で書かれる。
　ユネスコによると、20 22年10 月ボスニアでの最後の話者が亡くなった。20 18年現在で話
者数5万人とする説もあるが、イスラエル政府は国内に約 30 万人の話者がいるとも推定する。
ラディーノ語を母語としてたずさえ、20 世紀にアメリカやイスラエルに移住した多くは家
庭内で母語を継承しながら、社会では居住地の公用語を操った。紋切り型の表現ではあるが、
ラディーノの人々は典礼の言語を父から息子に、詩歌の言語を母から娘に継承してきたと述
べる。彼らの母なる言語は家庭の言葉、領土をもたぬ言語、音楽の言葉でもある。
　昨今、ラディーノ語は音楽で世界の注目を浴び、新たな実を結んでいる。F lory J agoda
（19 23―20 21）は祖母から継承した言語と民謡でアメリカを中心に活躍し、映画も作られた。
Y asmin L evy（19 7 5― ）は、父の収集したラディーノ語の音楽作品を広め、20 0 9 年タイムズ紙
日曜版で彼女のアルバム『S entir』は、W orld M usic top10 入りした。ドイツとイスラエルの
混成バンド B aladinoは、伝統音楽に新たな生命
を吹き込んでいる。アラビア語の「土地」（baladi）
とラディーノを重ねたバンド名じたいが文化の
越境性や融和性、歴史の厚みを物語る。
　哲学者スピノザは、自らを連れ出すという含
みをもつラディーノ語 pasearse（散歩する）を
用いたことで知られる。ユダヤ人は漂泊の思い
やまず、流浪したわけではない。だが流離は自
らを外に開き、他文化を受容し、新たな息吹を
贈り返す契機ともなった。この言語の尽きせぬ
魅力は、重層的で越境的な歴史を礎に複数の声
を受け入れる柔軟な開放性にある。

トルコのユダヤ人社会の新聞『シャローム』
https://www.salom.com.tr/salomTurkey/haber/123658/salom-the-longest-lived-
newspaper-of-the-turkish-jewish-press-owns-a-record-that-can-be-renewed-only-by-itself

ラディーノ語

広がる文化、開ける言葉

第57回

小野純一
（自治医科大学准教授）

●主な使用地域
イスラエル、トルコ、アメリカなど
●話者数
イスラエルに推計約 30 万人か
●使用文字
ラテン文字、ヘブライ文字など
●あいさつしてみよう

Shalom!（シャローム）　やあ／こんにちは（Helloに相当）
Buenos días!（ブエノスディアス） おはよう／こんにちは

Komo estás?（コモエスタス）　元気ですか
Estó bien.（エストビエン）　私は元気です
Grasias!（グラスィアス） ありがとう

Adío!（アディヨ） さようなら

5
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仕
事
柄
、
事
典
の
お
世
話
に
な
る
こ
と
は
多

い
。
と
く
に
作
家
事
典
、
文
学
事
典
の
類
は
調

べ
も
の
だ
け
で
な
く
、
読
物
と
し
て
も
面
白
い

も
の
が
あ
る
。
そ
の
一
冊
、
古
典
ミ
ス
テ
リ
叢

書
を
編
集
中
に
折
に
触
れ
参
照
し
た
ス
タ
ン

リ
ー
・
ク
ニ
ッ
ツ
＆
ハ
ワ
ー
ド
・
ヘ
イ
ク
ラ
フ

ト
編Tw

entieth C
entury Authors

（1942

）
は
、

二
十
世
紀
初
め
の
四
十
年
間
に
活
躍
し
た
著
作

家
一
八
五
〇
人
を
掲
載
し
た
大
事
典
だ
。
戦
後
、

海
外
ミ
ス
テ
リ
の
紹
介
に
尽
力
し
た
江
戸
川
乱

歩
が
解
説
執
筆
の
資
料
に
活
用
し
た
こ
と
で
も

知
ら
れ
る
。
古
い
事
典
だ
が
、
他
の
レ
フ
ァ
レ

ン
ス
に
は
載
っ
て
い
な
い
今
や
忘
れ
ら
れ
た
作

家
も
数
多
く
収
録
し
、
意
外
な
情
報
を
拾
え
る

こ
と
も
あ
る
。
編
者
の
要
請
に
応
え
て
作
家
自

身
が
経
歴
や
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
い
る
の
も
特

徴
だ
。

記
事
の
内
容
も
無
味
乾
燥
な
事
実
や
書
名
の

羅
列
ば
か
り
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
フ
ァ
ン
タ

ジ
ー
連
作
︽
マ
ニ
ュ
エ
ル
伝
︾
で
人
気
を
博
し

た
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
Ｂ
・
キ
ャ
ベ
ル
は
、
タ
イ
プ

す
る
時
に
カ
ー
ボ
ン
コ
ピ
ー
を
と
る
習
慣
が
な

く
、
原
稿
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
一
部
し
か
存
在
し

な
か
っ
た
が
、
そ
の
長
篇
原
稿
が
鉄
道
事
故
で

三
十
六
時
間
溝
の
中
に
放
置
さ
れ
、
あ
や
う
く

失
わ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
、
と
い
っ
た
逸
話
に

出
会
う
と
、
ち
ょ
っ
と
得
し
た
気
分
に
な
る
。

ま
た
、
ほ
と
ん
ど
の
項
目
に
肖
像
写
真
が

添
え
ら
れ
て
い
て
、
作
家
の
顔
を
見
て
い
る
だ

け
で
も
興
味
が
尽
き
な
い
。
ぱ
ら
ぱ
ら
と
ペ
ー

ジ
を
め
く
っ
て
い
た
ら
、
着
物
姿
の
日
本
人
女

性
が
目
に
と
ま
っ
た
。SU

G
IM

O
TO

, M
m

e, 
ETSU

（IN
A

G
A

K
I

）
と
あ
る
。
エ
ツ
・
イ
ナ

ガ
キ
・
ス
ギ
モ
ト
=
杉
本
鉞え

つ

子こ

自
身
の
記
述
に

よ
る
と
、
一
八
七
四
年
、
越
後
生
ま
れ
、
父
親

は
旧
長
岡
藩
の
家
老
職
だ
っ
た
。
当
時
の
風
習

に
従
い
少
女
時
代
に
シ
ン
シ
ナ
テ
ィ
在
住
の
日

本
人
商
人
と
婚
約
し
、
東
京
の
メ
ソ
ジ
ス
ト
系

の
女
学
校
で
英
語
を
学
ん
だ
後
、
九
八
年
に
渡

米
し
て
結
婚
、二
人
の
娘
を
も
う
け
た
。
そ
の
後
、

娘
の
教
育
の
た
め
一
旦
帰
国
す
る
も
（
夫
の
事

業
失
敗
や
病
死
に
は
触
れ
て
い
な
い
）、
六
年

後
に
再
び
ア
メ
リ
カ
へ
。
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
へ
移

住
し
て
執
筆
活
動
を
始
め
る
。
自
伝
的
作
品A 

D
aughter of Sam

urai

（1925

）（
邦
訳
﹃
武
士

の
娘
﹄、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所
）
は
東
洋
の
異
国
、
日

本
の
生
活
や
文
化
を
伝
え
る
読
物
と
し
て
ベ
ス

ト
セ
ラ
ー
と
な
り
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
で
は
日

本
語
と
日
本
の
歴
史
・
文
化
を
講
じ
た
。（﹃
武

士
の
娘
﹄
が
読
者
に
受
け
た
の
は
、
武
家
の
娘

と
し
て
伝
統
的
で
厳
格
な
教
育
を
受
け
た
日
本

人
の
娘
が
ア
メ
リ
カ
の
社
会
や
文
化
に
触
れ
て

目
覚
め
、
自
立
し
た
女
性
に
成
長
し
て
い
く
と

い
う
ス
ト
ー
リ
ー
の
お
か
げ
も
あ
っ
た
よ
う
だ
）

作
家
自
身
に
よ
る
経
歴
に
続
け
て
、
事
典
の

編
者
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
マ
ダ
ム
杉

本
は
娘
た
ち
の
結
婚
を
見
届
け
る
と
日
本
へ
戻

り
、
現
在
は
東
京
に
住
ん
で
い
る
。
最
新
作

G
randm

other O
 K

yo

（1940

）
で
は
日
本
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
回
帰
が
描
か
れ
、
彼
女
を

日
本
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
ル
勢
力
の
一
人
と
考
え

て
い
た
読
者
を
驚
か
せ
た
。﹁
も
ち
ろ
ん
、
日

本
と
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
勃
発
以
来
、
彼
女
か
ら

は
ま
っ
た
く
音
沙
汰
が
な
い
﹂

こ
こ
で
一
九
四
二
年
と
い
う
刊
行
年
が
重
た

い
意
味
を
持
つ
。
戦
後
、
杉
本
鉞
子
は
こ
の
事

典
を
手
に
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

藤
原
義
也
（
藤
原
編
集
室
）

古
い
作
家
事
典
の
ペ
ー
ジ
か
ら 5
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美
術
展
を
見
た
あ
と
水
辺
を
歩
く
の
が
好
き

で
、
そ
の
日
は
広
瀬
川
に
沿
っ
て
歩
い
て
い
た
。

高
校
生
の
頃
の
こ
と
だ
。
対
岸
の
切
り
立
っ
た

崖
が
太
陽
を
さ
え
ぎ
っ
て
あ
た
り
は
暗
い
。

し
ば
ら
く
岸
に
佇
ん
で
い
る
と
、
す
ぐ
目
の

前
に
鮮
や
か
な
タ
ー
コ
イ
ズ
・
ブ
ル
ー
の
カ
ワ

セ
ミ
が
現
れ
、
数
秒
間
滞
空
し
て
飛
び
去
っ
た
。

︱
あ
れ
は
い
つ
の
季
節
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

畑
の
作
物
が
ま
ば
ら
だ
っ
た
記
憶
も
あ
る
け
れ

ど
、
定
か
で
な
い
。

小
津
夜
景
さ
ん
の
句
集
﹃
花
と
夜
盗
﹄（
書

肆
侃
侃
房
）
に
次
の
句
が
あ
る
。

瑳
翠
寓

あ
い
ら
し
く
わ
ら
ふ
／
か
は
せ
み

／
か
り
ず
ま
ひ

訓
読
み
の
長
い
漢
字
三
文
字
か
ら
な
る
三
文

字
俳
句
の
連
作
﹁
水
を
わ
た
る
夜
﹂
の
な
か
に

あ
る
作
品
。
歳
時
記
に
よ
る
と
カ
ワ
セ
ミ
は
夏

の
季
語
と
い
う
こ
と
だ
け
れ
ど
、
こ
の
句
の
季

節
は
冬
な
の
で
は
な
い
か
し
ら
、
と
い
う
気
が

す
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
翠

か
は
せ
み
が
ギ
リ
シ
ア

神
話
の
女
神
、
ア
ル
キ
ュ
オ
ネ
ー
の
化
身
し
た

姿
を
思
わ
せ
る
か
ら
だ
。
冬
至
前
後
の
凪
の
期

間
に
、
カ
ワ
セ
ミ
と
な
っ
た
ア
ル
キ
ュ
オ
ネ
ー

は
海
上
に
巣
を
か
け
る
と
い
う
。
穏
や
か
な
波

に
揺
ら
れ
る
ア
ル
キ
ュ
オ
ネ
ー

︱
こ
れ
は
ロ

ラ
ン
・
バ
ル
ト
が
愛
し
た
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
っ

た
。
ま
た
ニ
ー
チ
ェ
の
﹃
善
悪
の
彼
岸
﹄
に
は

﹁
ア
ル
キ
ュ
オ
ネ
ー
の
微
笑
（halkyonischen 
Lächeln

）﹂
と
い
う
表
現
も
あ
る

︱
ま
さ
に
、

﹁
あ
い
ら
し
く
わ
ら
ふ
／
か
は
せ
み
﹂。

先
日
、
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
・
カ
ン
パ
ニ
ー
の
展

示
を
見
に
出
か
け
た
。
美
術
家
四
人
が
個
々
の

活
動
を
休
み
、﹁
言
葉
に
な
る
手
前
の
時
間
を

共
に
過
ご
そ
う
﹂、
あ
る
い
は
﹁
遠
足
し
よ
う
﹂

と
い
う
合
言
葉
の
も
と
、
た
ま
に
集
ま
り
、
い

ま
だ
名
前
を
持
た
な
い
経
験
の
質
を
楽
し
み
な

が
ら
探
っ
て
い
る
。﹁
サ
バ
テ
ィ
カ
ル
﹂
は
安

息
日
を
語
源
と
す
る
創
造
的
な
長
期
休
暇
を
意

味
し
、﹁
カ
ン
パ
ニ
ー
﹂
は
共
に
パ
ン
を
食
べ

る
仲
間
を
語
源
と
す
る
。

半
蔵
門
駅
を
出
て
東
郷
通
り
の
起
伏
を
感
じ

な
が
ら
ギ
ャ
ラ
リ
ー
の
あ
る
市
ヶ
谷
へ
と
向
か

う
。
途
中
、
と
て
も
姿
の
よ
い
ケ
ヤ
キ
の
木
が

あ
っ
て
、
冬
の
空
に
ぴ
ん
と
差
し
伸
ば
さ
れ
た

枝
先
が
り
り
し
い
。
釣
り
ぼ
り
を
右
に
見
て

市
ヶ
谷
橋
を
わ
た
る
と
も
う
す
ぐ
。
お
濠
で
は

ユ
リ
カ
モ
メ
が
群
れ
て
、
み
ゃ
あ
み
ゃ
あ
と
鳴

き
交
わ
し
て
い
る
。

か
す
か
に
高
揚
し
た
気
分
で
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を

出
る
と
、
日
は
西
に
傾
き
、
カ
モ
メ
た
ち
は
も

う
い
な
い
。
遠
足
も
解
散
、
か
な
？

そ
れ
に

し
て
も
、
か
ろ
や
か
な
展
示
だ
っ
た

︱
白
い

紙
風
船
を
ト
ス
し
た
り
、
緩
や
か
に
弾
む
赤
い

ゴ
ム
紐
を
跳
ん
だ
り
と
い
っ
た
、
も
の
を
介
し

た
さ
り
げ
な
い
挨
拶
の
よ
う
な
運
動
が
、
無
音

の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
を
奏
で
て
い
た
。

﹁
ゆ
す
ら
れ
る
静
け
さ
﹂、
と
ロ
ラ
ン
・
バ
ル

ト
は
言
う
。
静
け
さ
の
尽
き
せ
ぬ
ニ
ュ
ア
ン
ス

に
身
を
沿
わ
せ
、
固
ま
ら
な
い
こ
と
。
忙
し
い

朝
、
ト
ー
ス
ト
に
バ
タ
ー
を
塗
る
時
に
も
、
ア

ル
キ
ュ
オ
ネ
ー
の
微
笑
を
忘
れ
ぬ
こ
と
。

三
浦
亮
太
（
東
京
堂
書
店
）

書評連載

鎮静の
ための
エチュード

アルキュオネー
の日々

（12）
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先
日
、
店
内
で
﹁
こ
こ
は
ま
る
で
本
屋
の
よ

う
だ
﹂
と
話
し
て
い
る
利
用
者
が
い
た
ら
し

い
。
弊
店
は
売
場
面
積
一
二
八
坪
、
在
庫
冊
数

五
万
五
千
冊
以
上
の
店
舗
で
あ
り
、
ど
ち
ら
か

と
言
え
ば
本
屋
っ
ぽ
い
店
だ
と
疑
い
も
せ
ず
過

ご
し
て
き
た
。
そ
ん
な
固
定
観
念
を
揺
る
が
す

こ
の
発
言
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
味
な
の

か
考
え
て
み
た
い
。

大
学
生
協
は
、
購
買
部
と
書
籍
部
の
区
別
が

な
く
一
つ
の
店
舗
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多

い
。食
品
、日
用
品
、情
報
機
器
、書
籍
雑
誌
と
い
っ

た
様
々
な
商
品
が
一
か
所
に
集
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
複
合
店
と
い
う
店
舗
形
態
は
、
そ
こ
で
働

く
職
員
で
さ
え
何
に
従
事
し
て
い
る
か
回
答
に

戸
惑
う
と
い
う
。
例
え
ば
朝
は
飲
料
の
品
出
し
、

日
中
は
研
究
室
の
備
品
注
文
の
見
積
り
、
夕
方

は
書
籍
の
発
注
を
し
て
い
る
職
員
が
い
る
場
合
、

そ
の
人
は
﹁
書
籍
の
担
当
を
し
て
い
る
﹂
と
自

信
を
持
っ
て
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
否
、
お
そ
ら

く
は
﹁
書
籍
の
担
当
も
し
て
い
る
﹂
と
言
う
だ

ろ
う
。
最
近
は
無
闇
に
﹁
も
﹂
を
付
け
て
含
み

を
持
た
せ
る
言
い
回
し
が
多
い
よ
う
に
感
じ
る

が
、
こ
の
場
合
は
適
切
な
用
法
と
言
え
る
。

こ
う
い
っ
た
複
合
店
が
外
形
的
に
本
屋
と

言
え
な
い
だ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き

る
。
そ
し
て
実
際
に
複
合
店
が
多
い
と
い
う
事

実
は
﹁
大
学
生
協
に
は
本
屋
と
い
う
店
舗
形
態

が
な
い
﹂
と
利
用
者
に
思
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
で
書
籍
売
場
の
独
立
し
た
大
学
生
協
が
少

数
だ
が
存
在
す
る
た
め
﹁
あ
れ
、
大
学
生
協
に

も
本
屋
ら
し
い
本
屋
が
あ
る
の
か
﹂
と
思
わ
れ

る
気
持
ち
は
理
解
で
き
る
。
弊
店
で
も
﹁
割
と

普
通
の
本
屋
み
た
い
だ
﹂
と
い
う
声
は
実
際
に

よ
く
聞
く
。
但
し
、
冒
頭
の
発
言
は
﹁
ま
る
で

~
よ
う
だ
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
弊
店
を
完
全
な

る
本
屋
だ
と
は
認
め
て
い
な
い
節
が
あ
る
。
言

い
回
し
が
違
う
だ
け
で
、
普
通
の
本
屋
だ
と
言

い
た
か
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
な
い
が
、
大
学
生

協
の
書
籍
部
に
対
す
る
期
待
感
の
な
さ
が
表
れ

た
発
言
だ
と
感
じ
た
。
そ
の
発
言
に
異
論
が
あ

る
と
か
腹
が
立
っ
て
い
る
と
か
い
う
こ
と
は
な

い
。
そ
う
思
わ
れ
て
も
仕
方
な
い
要
素
は
、
大

学
生
協
全
体
を
見
回
せ
ば
い
く
つ
も
挙
げ
ら
れ

る
。
そ
ん
な
中
、
弊
店
が
本
屋
で
あ
ろ
う
と
な

か
ろ
う
と
、
組
合
員
に
と
っ
て
有
用
か
ど
う
か

を
重
視
し
て
運
営
し
て
い
る
こ
と
は
断
言
し
て

お
く
。

先
日
、
高
知
に
住
む
弟
と
十
年
ぶ
り
に
会
っ

た
際
に
﹁
兄
が
何
の
仕
事
を
し
て
い
る
か
、
い

ま
だ
に
分
か
っ
て
い
な
い
﹂
と
言
わ
れ
た
。
弟

は
入
学
時
に
生
協
で
部
屋
探
し
を
し
て
在
学
中

も
店
舗
を
使
っ
て
い
た
は
ず
だ
。
し
か
し
そ
れ

故
に
、
大
学
生
協
が
行
う
多
種
多
様
な
業
務
の

何
に
私
が
関
わ
っ
て
い
る
の
か
摑
み
か
ね
て
い

た
よ
う
だ
。
私
は
入
協
し
て
以
来
、
書
籍
部
の

仕
事
だ
け
を
し
て
い
る
の
で
﹁
大
学
生
協
の
本

屋
で
働
い
て
い
る
﹂
と
伝
え
た
が
、
も
し
複
合

店
で
働
い
て
い
た
ら
ど
う
答
え
た
だ
ろ
う
。﹁
大

学
に
い
る
人
た
ち
の
た
め
に
い
ろ
ん
な
こ
と
を

や
っ
て
い
る
﹂
で
は
曖
昧
な
の
で
、
あ
れ
こ

れ
実
例
を
挙
げ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
ら
の
要
素
の
い
ず
れ
も
大
学
生
協
職
員
の

仕
事
な
の
で
あ
っ
て
、
一
つ
の
言
葉
に
集
約
さ

れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
大
学
と
い
う
存
在
が
場

所
で
は
な
く
、
構
成
要
素
す
べ
て
を
指
す
の
と

同
じ
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
大
学
と
共
に
あ

る
大
学
生
協
な
ら
で
は
の
職
業
観
と
言
え
る
か

も
し
れ
な
い
。

足
立
裕
太
（
東
京
大
学
生
協
駒
場
書
籍
部
）

大
学
生
協
と
い
う〈
現
場
〉
8

～
浮
き
彫
り
～
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Ｍ
Ｂ
Ｔ
Ｉ
と
い
う
性
格
診
断
を
や
っ
て
み
た
。

Ｅ
Ｎ
Ｆ
Ｐ
（
広
報
運
動
家
タ
イ
プ
）
な
る
託
宣
を

得
た
。
タ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ノ
や
ウ
ィ
ル
・
ス
ミ
ス
、

ス
パ
イ
ダ
ー
マ
ン
や
ウ
ィ
リ
ー
・
ウ
ォ
ン
カ
ら
も

同
じ
く
運
動
家
型
だ
と
い
う
。
ア
ジ
ア
人
な
ら
ば

Ｂ
Ｔ
Ｓ
の
Ｒ
Ｍ
こ
と
ラ
ッ
プ
・
モ
ン
ス
タ
ー
も
。

そ
う
な
の
か
な
ー
と
訝
し
む
も
、
お
す
す
め
の

職
業
に
﹁
編
集
者
﹂
と
あ
る
の
を
発
見
。
す
る
と

自
己
正
当
化
バ
イ
ア
ス
＆
チ
ェ
リ
ー
ピ
ッ
キ
ン
グ

モ
ー
ド
の
発
動
も
、
や
む
な
き
か
な
。
自
由
奔
放

な
の
に
共
感
力
が
強
い
と
の
こ
と
。
こ
の
ご
ろ
、

身
の
周
り
だ
け
で
な
く
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
世
界
の

ニ
ュ
ー
ス
に
心
痛
め
が
ち
な
の
も
そ
れ
ゆ
え
か
。

五
十
代
も
半
ば
を
過
ぎ
、
テ
ス
ト
ス
テ
ロ
ン
の

多
寡
が
気
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
。
若
い
世
代
の

﹁
だ
る
！
﹂
と
い
う
ス
ラ
ン
グ
も
、
わ
か
る
よ
う

に
な
っ
た
。
か
れ
ら
の
、
や
る
気
を
わ
か
せ
な
い

も
の
へ
の
批
判
的
言
動
が
社
会
を
変
え
て
ゆ
く
。

そ
こ
に
現
前
す
る
の
は
、
ポ
ー
ル
・
ラ
フ
ァ
ル
グ

が
提
唱
し
た
﹁
怠
け
る
権
利
﹂
の
（
日
本
的
な
、

あ
ま
り
に
革
命
的
な
）
異
世
界
転
生
な
の
だ
。

ブ
ル
シ
ッ
ト
な
こ
と
に
身
を
以
て

0

0

0

0

抗
う
声
を
、

﹁
働
き
方
改
革
﹂
も
確
と
聞
か
な
き
ゃ
。

（
税
）

編

集

メ

モ

執
筆
者
紹
介

岡
崎
武
志
（
お
か
ざ
き
た
け
し
）
一
九
五
七
年
、
大
阪
府
生
ま
れ
。
立

命
館
大
学
卒
業
後
、
上
京
し
編
集
、
ラ
イ
タ
ー
業
に
。
著
書
に
﹃
女
子

の
古
本
屋
﹄﹃
読
書
の
腕
前
﹄
な
ど
。

宇
野
和
博
（
う
の
か
ず
ひ
ろ
）
一
九
七
〇
年
生
ま
れ
。
筑
波
大
学
附
属

視
覚
特
別
支
援
学
校
教
諭
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
﹁
視
覚
障
害
ナ
ビ
・
ラ
ジ
オ
﹂
コ

メ
ン
テ
ー
タ
ー
。
著
書
に
﹃
拡
大
教
科
書
が
わ
か
る
本
﹄。

重
田
園
江
（
お
も
だ
そ
の
え
）
明
治
大
学
教
授
。
専
門
は
現
代
思
想
、

政
治
思
想
史
。
著
書
に
﹃
真
理
の
語
り
手
﹄﹃
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー
コ
ー
﹄

﹃
ホ
モ
・
エ
コ
ノ
ミ
ク
ス
﹄
な
ど
。

北
村
紗
衣
（
き
た
む
ら
さ
え
）
武
蔵
大
学
教
授
。
専
門
は
シ
ェ
イ
ク

ス
ピ
ア
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
批
評
。
著
書
に
﹃
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
劇
を
楽

し
ん
だ
女
性
た
ち
﹄﹃
お
砂
糖
と
ス
パ
イ
ス
と
爆
発
的
な
何
か
﹄
な
ど
。

藤
垣
裕
子
（
ふ
じ
が
き
ゆ
う
こ
）
東
京
大
学
教
授
。
専
門
は
科
学
技
術

社
会
論
、
科
学
計
量
学
。
著
書
に
﹃
科
学
者
の
社
会
的
責
任
﹄﹃
科
学

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論
﹄
な
ど
。

井
田
太
郎
（
い
だ
た
ろ
う
）
近
畿
大
学
教
授
。
主
著
に
﹃
酒
井
抱
一
︱

俳
諧
と
絵
画
の
織
り
な
す
抒
情
﹄、
共
著
に
﹃
近
代
学
問
の
起
源
と
編

成
﹄﹃
日
本
の
夜
の
公
共
圏
﹄
な
ど
。

小
野
純
一
（
お
の
じ
ゅ
ん
い
ち
）
自
治
医
科
大
学
医
学
部
准
教
授
。
哲

学
・
思
想
史
。
著
書
に
﹃
井
筒
俊
彦

世
界
と
対
話
す
る
哲
学
﹄
な
ど
。

藤
原
義
也
（
ふ
じ
わ
ら
よ
し
や
）
編
集
者
。
国
書
刊
行
会
を
経
て
独

立
。
海
外
文
学
、
人
文
書
、
ミ
ス
テ
リ
等
の
企
画
編
集
。︿
異
貌
の
人

文
学
﹀︿
白
水
Ｕ
ブ
ッ
ク
ス
／
海
外
小
説

永
遠
の
本
棚
﹀
他
。

三
浦
亮
太
（
み
う
ら
り
ょ
う
た
）
一
九
八
二
年
、
宮
城
県
生
ま
れ
。
都

内
書
店
に
勤
務
。

足
立
裕
太
（
あ
だ
ち
ゆ
う
た
）
東
京
大
学
生
協
駒
場
書
籍
部
店
長
お
よ

び
人
文
書
担
当
。
東
大
生
協
本
郷
、
名
古
屋
大
生
協
で
の
勤
務
歴
あ
り
。

小
指
（
こ
ゆ
び
）
漫
画
家
、
随
筆
家
。
自
費
出
版
に
て
﹃
夢
の
本
﹄﹃
旅

の
本
﹄﹃
人
生
﹄。
新
刊
﹃
宇
宙
人
の
部
屋
﹄
。TO

K
IO

N

に
て
﹁
小
指
の

日
々
是
発
明
﹂
連
載
中
。
小
林
紗
織
名
義
で
画
家
と
し
て
も
活
動
。

甲
斐
扶
佐
義
（
か
い
ふ
さ
よ
し
）

写
真
家
・﹁
八
文
字
屋
﹂
店
主
。
著

書
﹃
京
都
ほ
ん
や
ら
洞
の
猫
﹄﹃
美
女
３
６
５
日
﹄﹃
ほ
ん
や
ら
洞
日
乗
﹄
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11 

民

俗

学

交社 の

飲
み
物
の
価
値
は
何
だ
ろ
う
か 。

特
に
社
交
に
お

け
る
飲
み
物
が
持
つ
役
割
と
は
何
だ
ろ
う
か 。

最
近

は
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る 。

私
は
か
つ
て
清
涼
飲
料
水
の
商
品
開
発
に
携
わ
っ

て
い
た 。

日
々

、

試
作
品
を
試
飲
・

解
析
し 、

お
客
様

に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
商
品
を
科
学
的
に
探
求
し
て

き
た 。

す
る
と 、

い
つ
し
か
飲
み
物
を
分
析
的
に
飲

む
ク
セ
が
つ
い
て
し
ま
っ

た 。

新
し
い
商
品
を
購
入

し
た
と
き 、

こ
の
味
は
ど
の
よ
う
な
原
材
料
で
構
成

さ
れ
て
い
る
の
か 、

自
分
だ
っ

た
ら
ど
う

設
計
す
る

か
と
考
え
て
し
ま
う 。

ま
さ
に
「
職
業
病」

で
あ
る 。

社
交
を
大
切
に
す
る
文
化
財
団
の
会
議
で
は 、

飲

み
物
が
持
つ
科
学
的
な
役
割
を
超
え
た
魅
力
に
つ
い

て
改
め
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る 。

侃
々
誇
々
の
議
論
を

ふ
と
落
ち
着
か
せ
る
コ
ー
ヒ
ー 、

気
持
ち
を
晴
れ
や
か

に
し
て
く
れ
る
ビ
ー

ル
、

忌
憚
の
な
い
話
を
支
え
て

く
れ
る
ワ
イ
ン
や
ウ
イ
ス
キ
ー 、

流
行
り
の
ノ
ン
ア

ル
カ
ク
テ
ル
な
ど 、

傍
ら
に
は
い
つ
も
飲
み
物
が
あ

る 。

社
交
が
人
と
人
と
の
つ
な
が
り
か
ら
新
た
な
価

値
を
生
み
出
す
化
学
反
応
で
あ
る
な
ら
ば 、

飲
み
物

は
社
交
を
活
性
化
さ
せ
る
触
媒
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 。

科
学
的
に
飲
み
物
を
と
ら
え
る
だ
け
で
な
く 、

消

費
現
場
で
の
感
情
を
伴
っ

た
人
と
人
と
の
つ
な
が
り 、

社
交
の
中
で
飲
み
物
を
と
ら
え
る 。

そ
ん
な
当
た
り

前
の
こ
と
を
再
認
識
し 、

初
心
に
返
る
気
持
ち
が
し
た 。

山
口
裕
吾

令
和
六
年一
月一
0
日
発
行
（
年
四
回―
•

四
・

七
•

1
0
月
発
行）

リ

ア

フ

リ

ー
」

第
二
0
七
号
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