


　羅斯福路と林森南路の交差点に立って、中正紀念堂の壮麗な宮殿様式の屋根があるほうを
見上げると、みごとに生い茂った大木を載せた古びた家屋が目に入る。
　ある日、この木が屋上に植わっているのではなく、建物の一階と二階の天井を突き抜けて
盛大に繁茂していることに気がついた。ナニコレすごい、珍百景！　すごいのは木よりも、
家のなかに木を通してあげた住人のほうだ、と思いつつ、勝手に「ど根性の木」と命名した。
　「ど根性の木」のごつごつした樹皮をなでながら、幹に貫かれてなお平然とした顔で立って
いる建物を眺めていると、なんだか台湾と中華民国のようだなあ、という奇妙な感慨が湧い
てくる。この島に逃げ込み、共産党との内戦状態を理由に、何十年にもわたって台湾社会を
強く上から押さえつけた、かつての権威主義国家。コンクリートの下で静かに根をはりめぐ
らし、上へ上へと幹を伸ばし、いつしか天井を突き抜けて太陽の下に顔を出したいっぽんの木。
建物と木はいつしか互いに強く絡み合い、もはや、目をこらしてもその境目は判然としない。
　コロナ禍の二度目の夏。近かったはずの台湾がいまは限りなく遠くに感じられる。灼熱の
太陽を浴びた「ど根性の木」は、今日も台北の街角で、道ゆく人びとのうえに豊かな緑陰を
広げているだろうか。 川上桃子（地域研究センター／台湾経済）

1.
「ど根性の木」
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　『
股
旅
堂
古
書
目
録
24
』
が
届
い
た
。
三
百
ペ
ー
ジ
近
い
古
書
の
通
販
カ
タ

ロ
グ
で
あ
る
。
古
書
購
入
が
ネ
ッ
ト
全
盛
に
な
っ
た
現
在
も
、
顧
客
の
心
を
つ

か
む
紙
の
目
録
は
健
在
で
あ
る
。
ネ
ッ
ト
で
は
目
掛
け
た
一
冊
し
か
購
入
し
な

い
が
、
本
の
森
を
逍
遥
す
る
よ
う
に
種
々
雑
多
な
未
知
の
書
目
を
眺
め
て
い
る

だ
け
で
楽
し
い
。
ま
だ
ま
だ
、
そ
う
い
う
「
愛
書
狂
」
が
存
在
す
る
の
だ
。

　「
股
旅
堂
」
目
録
の
ユ
ニ
ー
ク
な
と
こ
ろ
は
、
エ
ロ
グ
ロ
、
性
風
俗
、
盛
り
場
、

犯
罪
、
明
治
・
大
正
・
昭
和
の
海
外
渡
航
記
、
金
儲
け
な
ど
「
裏
街
道
」
の
本

や
資
料
を
集
め
て
い
る
こ
と
。
内
容
の
解
説
、
書
影
と
も
に
資
料
的
価
値
も
高

い
。
戦
後
ま
も
な
い
浅
草
「
ロ
ッ
ク
座
」
の
パ
ン
フ
な
ど
触
手
が
動
く
。
特
筆

す
べ
き
は
個
人
の
自
筆
日
記
の
一
群
。
昭
和
十
二
年
、
尾
道
高
女
の
「
愛
国
」

少
女
夏
休
み
日
記
は
七
千
円
だ
が
読
み
た
い
な
あ
。

　
じ
つ
は
私
も
密
か
に
無
名
の
個
人
自
筆
日
記
を
収
集
し
て
い
る
。
三
十
冊
は

あ
る
か
。
時
代
の
生
々
し
い
証
言
で
あ
る
と
と
も
に
、
見
知
ら
ぬ
故
人
の
魂
と

対
話
し
て
い
る
よ
う
な
気
に
な
る
の
だ
。『
新
文
藝
日
記

　
１
９
２
７
』
は
元

旦
か
ら
大
晦
日
ま
で
ほ
ぼ
漏
ら
さ
ず
記
述
が
あ
る
。
記
名
は
な
い
が
、
こ
の
年

数
え
で
二
十
歳
の
青
年
で
、
広
島
県
呉
市
倉
橋
島
在
住
と
分
る
。

　
地
元
郵
便
局
勤
務
の
こ
の
若
者
、恐
る
べ
き
読
書
家
で
巻
末
の
「
知
友
一
覧
」

に
も
出
版
社
の
名
前
が
並
ぶ
。
本
が
友
だ
ち
ら
し
い
。
毎
日
、
読
書
を
欠
か
さ

ず
、
注
文
し
た
本
が
届
く
の
を
心
待
ち
に
し
、
喜
び
を
日
記
に
ぶ
つ
け
る
。
文

芸
書
が
多
い
よ
う
だ
。
そ
ん
な
「
愛
書
狂
」
く
ん
が
十
一
月
末
、
つ
い
に
上
京

し
て
い
く
。
こ
の
あ
と
ど
う
な
っ
た
の
か
、
先
を
知
り
た
く
て
た
ま
ら
な
い
。

岡
崎
武
志

愛 

書 

狂
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父
の
命
日
に

　
去
る
三
月
一
日
は
父
の
一
周
忌
だ
っ
た
。
東
京
に
暮
ら
す
私
は
感
染

症
流
行
の
影
響
で
帰
省
を
諦
め
た
。
そ
の
日
の
朝
が
来
る
と
部
屋
で
一
人
、

実
家
の
あ
る
西
の
方
を
向
い
て
手
を
合
わ
せ
た
。
振
り
返
る
と
こ
の
一
年
は
、

亡
き
父
を
偲
び
家
族
の
歴
史
と
故
郷
に
つ
い
て
考
え
る
日
が
続
い
て
い
た
。

　
私
の
郷
里
は
周
防
灘
を
臨
む
小
さ
な
半
島
に
あ
る
。
集
落
の
名
は
室む

ろ

積づ
み

と
い
う
。
元
は
小
さ
な
漁
村
だ
っ
た
が
、
江
戸
時
代
中
期
に
は
北
前
船
の

交
易
を
通
じ
て
商
業
が
栄
え
た
。
我
が
家
は
そ
こ
で
嘉
永
五
年
創
業
の
和

菓
子
屋
を
代
々
営
ん
で
い
た
。
作
っ
て
い
た
の
は
「
鼓つ

づ
み
の
う
み

乃
海
」
と
呼
ば
れ

る
焼
き
饅
頭
で
、
毛
利
公
御
用
達
の
品
と
し
て
地
元
の
人
々
に
愛
さ
れ
て

い
た
。

　
平
成
二
七
年
末
に
一
六
三
年
の
歴
史
を
閉
じ
る
ま
で
、
六
代
目
の
父
は

職
人
の
伝
統
技
術
と
味
を
守
り
続
け
た
。
小
学
校
二
年
生
の
頃
か
ら
家
業

を
手
伝
っ
て
い
た
と
い
う
か
ら
、
六
〇
余
年
働
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

伝
統
を
守
る
の
は
本
当
に
大
変
だ
っ
た
ろ
う
。
そ
の
苦
労
は
肉
体
的
な
も

の
だ
け
で
な
く
、
消
費
社
会
に
お
け
る
都
市
と
地
方
の
格
差
や
伝
統
職
人

業
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
な
ど
、
社
会
の
構
造
的
問
題
か
ら
く
る
精
神
的

な
も
の
も
あ
っ
た
と
思
う
。
大
企
業
と
首
都
圏
を
優
先
す
る
流
通
網
に

よ
っ
て
原
材
料
の
入
手
は
年
々
困
難
を
極
め
て
い
た
し
、
社
会
は
安
さ
と

速
さ
と
ハ
ン
デ
ィ
な
利
便
性
を
求
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
和
菓
子
の

包
み
紙
や
箱
は
西
日
本
の
職
人
た
ち
が
作
っ
て
い
た
が
、
後
継
者
不
足
は

共
通
の
問
題
だ
っ
た
。
愛
媛
の
和
紙
職
人
の
廃
業
の
知
ら
せ
が
届
い
た
時
、

家
業
は
存
続
の
瀬
戸
際
に
立
た
さ
れ
た
。
そ
の
直
後
に
腎
臓
癌
が
見
つ
か

り
、
た
と
え
治
療
し
て
も
味
覚
が
変
わ
れ
ば
本
来
の
味
を
残
せ
な
い
と
考

え
た
父
は
、
廃
業
を
決
断
し
た
。

　「
伝
統
を
守
る
の
は
重
荷
だ
っ
た
」。
手
術
後
に
店
の
片
づ
け
を
し
て
い

た
父
は
、
安
堵
の
表
情
で
そ
う
呟
い
た
。
そ
の
時
の
印
象
が
今
で
も
強
く

記
憶
に
残
っ
て
い
る
。
父
は
家
業
を
私
に
継
が
せ
な
い
と
早
く
か
ら
決
め

て
い
た
。
そ
の
分
、
伝
統
を
一
人
で
背
負
っ
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
れ
は

生
業
の
歴
史
を
尊
重
し
て
い
た
表
れ
で
も
あ
り
、
彼
な
り
の
自
負
心
や
責

任
感
が
あ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

七
世
代
一
単
位

　
私
は
家
業
を
継
ぐ
に
は
至
ら
な
か
っ
た
が
、
幼
少
の
頃
よ
り
五
代
目
で

郷
里
の
時
間
と
脱
成
長

中
野
佳
裕
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経
営
者
の
祖
母
と
店
番
を
し
、
父
の
配
達
に
付
い
て
い
く
中
で
郷
里
の
生

活
を
学
ん
で
い
っ
た
。
物
心
が
つ
い
た
頃
に
は
、
七
代
目
の
跡
取
り
と
い

う
こ
と
を
多
少
は
自
覚
し
て
い
た
し
、
集
落
の
中
で
も
相
応
の
振
舞
い
を

す
る
よ
う
に
心
掛
け
て
い
た
。

　
郷
里
の
生
活
は
多
様
な
生
業
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
た
。
子
供
の
時
に

見
た
大
人
の
世
界
は
、
生
業
ご
と
に
個
性
的
な
家
に
暮
ら
す
人
々
で
溢
れ

て
い
た
。
漁
師
は
漁
師
の
、
魚
屋
は
魚
屋
の
、
瓦
職
人
は
瓦
職
人
の
、
問

屋
は
問
屋
の
、
豆
腐
屋
は
豆
腐
屋
の
生
活
様
式
が
あ
り
、
お
願
い
す
る
と

仕
事
場
を
見
せ
て
く
れ
た
し
、
仕
事
を
実
演
し
な
が
ら
教
え
て
く
れ
た
。

働
く
と
は
物
づ
く
り
の
技
術
を
身
に
つ
け
る
こ
と
で
、
そ
れ
が
人
間
の
佇

ま
い
や
暮
ら
し
を
形
作
る
。
父
か
ら
は
、
地
域
の
生
業
に
は
そ
の
生
業
な

り
の
役
割
と
誇
り
が
存
在
し
、
夫そ

れ

々ぞ
れ

の
領
分
を
尊
重
す
る
こ
と
が
大
切
で

あ
る
と
教
え
て
も
ら
っ
た
。

　
私
は
昭
和
五
二
年
生
ま
れ
で
、
小
学
生
の
頃
は
バ
ブ
ル
経
済
全
盛
期

だ
っ
た
。
し
か
し
当
時
を
振
り
返
る
と
、
生
活
の
全
て
が
消
費
社
会
一
色

に
染
ま
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
実
家
は
一
七
〇
年
前
に
宮
大
工

が
建
て
た
も
の
で
、
こ
の
地
域
の
商
家
に
見
ら
れ
る
城
造
り
と
い
う
様
式

だ
。
釘
を
一
本
も
使
わ
な
い
免
震
構
造
で
、
半
島
の
地
形
を
計
算
に
入
れ

て
天
然
の
風
が
吹
き
込
む
設
計
に
な
っ
て
い
る
。
和
菓
子
作
り
の
主
な
道

具
は
江
戸
時
代
の
度
量
衡
を
使
い
、
そ
れ
を
身
体
で
覚
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

父
か
ら
は
指
で
長
さ
を
、
身
体
で
重
さ
を
測
れ
る
よ
う
に
な
れ
と
何
度
も

言
わ
れ
た
。
家
の
暮
ら
し
の
中
に
は
世
代
を
超
え
て
継
承
さ
れ
て
き
た
素

材
と
技
術
の
跡
が
そ
こ
か
し
こ
に
残
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
地
域
の
風
土

に
溶
け
込
み
、
多
元
的
な
時
間
の
織

テ
ク
ス
チ
ャ
ー物

を
形
成
し
て
い
た
。

　
私
の
身
体
に
は
今
で
も
こ
の
時
間
の
織
物
が
感
覚
と
し
て
刻
ま
れ
て
い

る
。そ
れ
が
自
分
の
思
索
や
行
動
、地
域
や
世
界
を
見
る
時
の
基
礎
と
な
っ

て
い
る
。
七
世
代
一
単
位
。
私
の
中
に
は
郷
里
に
埋
め
込
ま
れ
た
家
族
の

歴
史
が
、
思
考
の
最
小
単
位
と
し
て
常
に
存
在
し
て
い
る
。

現
代
の
「
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
」
を
探
し
て

　
闘
病
中
の
父
と
過
ご
し
た
こ
の
数
年
間
、
郷
里
か
ら
程
近
い
周
防
大
島

出
身
の
民
俗
学
者
・
宮
本
常
一
の
本
を
よ
く
読
ん
だ
。
い
つ
の
間
に
か
私
は
、

常
一
の
書
き
残
し
た
言
葉
の
中
に
父
の
姿
を
重
ね
、
父
の
話
す
言
葉
の
中

に
常
一
の
面
影
を
見
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
明
治
四
〇
年
生
ま
れ
の
民

俗
学
者
と
戦
後
生
ま
れ
の
父
と
の
間
に
は
、
世
代
的
に
大
き
な
隔
た
り
が

あ
る
は
ず
だ
。
し
か
し
、
郷
里
の
歴
史
を
語
る
父
の
姿
は
、
そ
の
語
り
口

と
い
い
、
そ
の
眼
差
し
と
い
い
、
ど
こ
か
常
一
の
文
章
の
も
つ
息
遣
い
と

通
じ
る
も
の
が
あ
っ
た
。
言
葉
で
多
く
を
語
ら
ず
黙
々
と
和
菓
子
を
作
っ

て
き
た
父
は
、
間
違
い
な
く
現
代
の
「
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
」
だ
っ
た
と

思
う
。
き
っ
と
日
本
各
地
に
は
父
と
同
じ
身
体
性
を
も
っ
た
人
が
ま
だ
一

定
数
い
る
は
ず
だ
。そ
の
人
た
ち
の
日
々
の
営
み
が
地
域
の
生
活
を
形
作
っ

て
い
る
。
日
本
の
姿
を
伝
え
ら
れ
る
の
は
、
ネ
ッ
ト
上
で
消
費
さ
れ
る
地

域
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
、
饒
舌
に
地
域
づ
く
り
を
語
る
学
者
の
言
葉
で
も
な

い
。
地
域
に
根
差
し
て
生
き
る
こ
れ
ら
現
代
の
「
忘
れ
ら
れ
た
日
本
人
」
だ
。

　
消
費
社
会
と
は
異
な
る
生
活
や
ル
ー
ツ
の
感
覚
を
失
っ
た
人
が
多
い
現

代
。
郷
里
の
暮
ら
し
の
中
で
ル
ー
ツ
と
呼
び
う
る
も
の
を
得
ら
れ
た
こ
と
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は
、
私
の
人
生
に
お
い
て
大
き
な
支
え
と
な
っ
て
い
る
。
私
の
思
索
活
動

は
、
こ
の
ル
ー
ツ
の
感
覚
を
め
ぐ
る
精
神
の
旅
の
よ
う
な
も
の
だ
。
こ
の

旅
は
カ
タ
ツ
ム
リ
の
殻
の
渦
の
よ
う
に
時
間
を
過
去
か
ら
現
在
へ
、
現
在

か
ら
過
去
へ
と
往
還
す
る
。
こ
の
感
覚
が
な
か
っ
た
ら
、
セ
ル
ジ
ュ
・
ラ

ト
ゥ
ー
シ
ュ
の
著
作
と
も
出
会
え
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

時
間
の
地
層
と
脱
成
長

　
最
近
の
私
は
、
人
間
の
日
々
の
営
み
を
構
成
す
る
時
間
の
地
層
に
関
心

が
あ
る
。
地
域
の
生
活
は
幾
重
も
の
時
間
の
層
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。
同

じ
よ
う
に
人
間
の
身
体
や
精
神
の
中
に
も
、
日
々
の
生
活
を
通
じ
て
感
得

さ
れ
る
物
や
生
命
の
流
れ
が
、
幾
重
も
の
時
間
経
験
と
な
っ
て
蓄
積
さ
れ

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
深
層
の
経
験
と
も
言
え
る
こ
の
時
間
の
地
層
は
、
消
費
社
会
の
商
品
化

の
論
理
に
よ
っ
て
も
人
工
知
能
の
機
械
学
習
に
よ
っ
て
も
掬
い
取
れ
な
い

深
度
と
複
雑
さ
を
持
っ
て
お
り
、
毎
日
の
生
活
を
営
む
中
で
身
体
記
憶
や

心
象
記
憶
と
な
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。

　
例
え
ば
今
、
パ
ソ
コ
ン
で
文
章
を
書
い
て
い
る
。
キ
ー
ボ
ー
ド
を
打
つ

そ
の
刺
激
と
共
に
実
家
の
柱
の
手
触
り
が
指
先
に
蘇
り
、
宮
大
工
の
技
術

と
意
匠
の
見
事
さ
を
伝
え
て
く
れ
る
。
毎
夕
五
右
衛
門
風
呂
に
焚
べ
る
薪

や
、
地
元
の
土
で
作
ら
れ
た
瓦
の
手
触
り
が
そ
こ
に
重
な
る
。

　
想
起
の
連
鎖
は
無
限
に
拡
張
さ
れ
て
行
く
。
先
祖
代
々
使
っ
て
き
た
天

秤
や
大
小
様
々
の
篩

ふ
る
い

の
質
量
、
そ
れ
ら
を
年
一
回
の
普
賢
市
の
際
、
修
理

に
来
て
い
た
と
い
う
行
商
人
の
存
在
、
製
造
場
か
ら
毎
朝
立
ち
込
め
る
肉

桂
の
焼
け
る
香
り
。
外
に
出
て
東
京
の
街
を
歩
き
始
め
る
と
、
ア
ス
フ
ァ

ル
ト
を
踏
む
足
の
裏
に
は
、
ま
た
い
つ
も
の
よ
う
に
郷
里
の
砂
浜
を
歩
い

て
い
た
記
憶
が
、
波
や
小
魚
が
絡
み
つ
く
感
触
と
共
に
蘇
る
だ
ろ
う
。

　
手
の
平
や
足
の
裏
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
記
憶
と
感
覚
は
、
目
の

前
に
閃
光
の
よ
う
に
現
れ
た
か
と
思
う
と
、
再
び
体
内
に
帰
っ
て
い
く
。

分
節
化
さ
れ
な
い
濃
密
さ
を
も
っ
て
、
凝
縮
さ
れ
た
隠
喩
の
跡
を
残
し
て
。

　
消
費
社
会
の
リ
ズ
ム
と
は
異
な
る
様
々
な
時
間
が
、
自
己
の
身
体
と
精

神
の
中
に
、
地
域
の
生
活
を
形
作
る
様
々
な
モ
ノ
や
営
み
の
中
に
息
づ
い

て
い
る
。
人
間
は
時
間
的
存
在
で
あ
る
。
誰
も
が
生
き
て
い
く
中
で
、
こ

の
多
層
な
時
間
の
流
れ
を
自
覚
す
る
瞬
間
が
あ
る
は
ず
だ
。
そ
の
時
に
始

ま
る
意
識
や
知
覚
の
変
化
は
、
消
費
社
会
を
規
整
す
る
時
間
の
格
子
に
亀

裂
を
生
じ
さ
せ
、
地
域
を
構
成
す
る
人
や
モ
ノ
と
の
関
係
性
を
変
え
る
だ

ろ
う
。
脱
成
長
と
は
、
こ
れ
ら
深
層
の
時
間
を
覚
醒
さ
せ
る
道
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

物
語
を
リ
・
デ
ザ
イ
ン
す
る

　「
開
発
の
時
代
」
と
い
わ
れ
る
二
〇
世
紀
、
人
類
は
「
一
つ
の
世
界
」

と
い
う
想
念
の
下
で
経
済
発
展
の
道
を
突
き
進
ん
で
き
た
。
世
界
の
市
場

化
と
人
工
化
が
進
み
、
自
然
も
人
間
も
有
機
的
な
時
間
の
織
物
か
ら
引
き

剝
が
さ
れ
、
商
品
生
産
の
機
械
的
な
リ
ズ
ム
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
た
。
消

費
社
会
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
っ
て
生
物
と
文
化
の
多
様
性
が
失
わ
れ
、

気
候
危
機
は
加
速
す
る
。
持
続
可
能
な
世
界
へ
の
移
行
が
喫
緊
の
課
題
と

な
る
一
方
で
、
文
化
の
多
様
性
を
失
っ
た
現
代
人
の
想
像
力
は
画
一
化
し
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は
今
も
な
お
未
解
決
の
ま
ま
、
地
域
住
民
に
大
き
な
影
を
落
と
し
て
い
る
。

そ
こ
に
過
疎
化
・
高
齢
化
・
不
況
に
よ
る
地
元
経
済
の
衰
退
が
重
な
り
、

長
ら
く
地
域
の
未
来
を
内
発
的
に
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
で
い
た
。
そ
の

中
で
私
自
身
も
ま
た
、
郷
里
と
ど
の
よ
う
に
繫
が
っ
て
い
く
か
、
自
分
の

役
割
は
何
で
あ
る
か
、
模
索
し
な
が
ら
生
き
て
き
た
。

　
室
積
で
は
現
在
、
地
元
の
人
と
移
住
者
が
交
流
を
重
ね
る
中
で
新
し
い

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
経
済
づ
く
り
が
始
ま
っ
て
い
る
。
開
発
の
時
代
に
切
り
捨

て
ら
れ
た
自
然
や
生
業
を
再
評
価
し
、
そ
の
遺
産
を
再
利
用
し
、
現
代
的

に
変
奏
し
て
い
く
実
践
だ
。
人
と
繫
が
り
、
自
然
と
繫
が
り
、
ま
ち
が
変

わ
る
。「
今
、
こ
こ
で
」
始
ま
っ
た
こ
の
物
語
の
変
化
は
、
脱
成
長
の
具

体
的
な
形
を
示
し
て
い
る
。

関 連 書 籍

文
庫
ク
セ
ジ
ュ　
Ｑ

1040　

脱
成
長

セ
ル
ジ
ュ
・
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
著　

中
野
佳
裕
訳

二
一
世
紀
に
フ
ラ
ン
ス
か
ら
世
界
へ
と
普
及
し
た
脱
成
長
運
動
。
最

新
の
議
論
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
そ
の
歴
史
的
背
景
、
理
論
的
射
程
、

課
題
を
解
説
し
た
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
脱
成
長
論
の
集
大
成
。
経
済
成

長
な
き
「
節
度
あ
る
豊
か
な
社
会
」
と
は
?

　『
人
新
世
の
「
資
本

論
」』
の
斎
藤
幸
平
氏
推
薦
。
好
評
に
つ
き
大
増
刷
！

新
書
判

　
一
五
八
頁

　
定
価
一
三
二
〇
円
（
本
体
一
二
〇
〇
円
）

ISBN978-4-560-51040-7

て
い
る
。

　
脱
成
長
は
消
費
社
会
か
ら
抜
け
出
す
道
を
提
案
す
る
が
、
そ
れ
が
も
た

ら
す
最
大
の
変
化
は
メ
タ
・
ナ
ラ
テ
ィ
ブ
の
次
元
で
起
こ
る
。
際
限
の
な

い
経
済
成
長
と
い
う
観
念
の
普
遍
性
を
無
効
に
し
、
単
線
的
な
進
歩
の
時

間
を
解
体
す
る
こ
と
で
、
消
費
社
会
の
他
に
も
多
様
な
進
化
の
道
が
あ
る

こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
ラ
ト
ゥ
ー
シ
ュ
は
言
う
、
持
続
可
能
な
世
界
へ

の
移
行
の
ヒ
ン
ト
は
、
世
界
の
多
様
な
文
化
か
ら
限
度
の
感
覚
を
学
び
直

す
こ
と
に
あ
る
と
。
そ
れ
は
消
費
社
会
の
中
で
疲
弊
し
た
場
所
の
感
覚
を

再
生
し
、
商
品
生
産
と
は
異
な
る
時
間
の
中
で
地
域
の
物
語
を
リ
・
デ
ザ

イ
ン
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　
数
年
前
か
ら
郷
里
で
は
、
地
元
企
業
の
努
力
で
製
塩
業
が
復
活
し
た
。

半
島
の
沖
の
牛う

島し
ま

に
建
て
ら
れ
た
製
塩
所
は
郷
土
資
料
を
参
考
に
竹
で
作

ら
れ
、
新
月
と
満
月
の
夜
に
汲
み
取
っ
た
海
底
湧
水
を
窯
で
煮
立
て
て
手

作
業
で
製
塩
す
る
。
潮
風
と
同
じ
ほ
の
か
な
甘
み
の
そ
の
塩
は
、
旧
網
元

の
店
舗
を
再
利
用
す
る
形
で
始
ま
っ
た
レ
ス
ト
ラ
ン
の
料
理
に
使
わ
れ
、

連
日
賑
わ
い
を
見
せ
て
い
る
。

　
そ
し
て
昨
春
、
地
元
の
女
性
グ
ル
ー
プ
の
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
で
、
私
の
実

家
の
店
舗
ス
ペ
ー
ス
を
活
用
し
た
火
曜
マ
ル
シ
ェ
が
始
ま
っ
た
。
週
一
回
三

時
間
だ
け
の
こ
の
マ
ル
シ
ェ
で
は
、
近
郊
の
生
産
者
や
自
営
業
者
が
出
店
し
、

野
菜
や
お
菓
子
、
弁
当
や
雑
貨
を
販
売
し
て
い
る
。
築
一
七
〇
年
の
我
が

家
は
現
在
、
室
積
の
コ
モ
ン
ズ
と
し
て
新
た
な
歴
史
を
刻
み
始
め
て
い
る
。

　
高
度
成
長
期
の
工
場
立
地
の
影
響
で
、
か
つ
て
郷
里
の
海
は
汚
染
さ
れ
、

漁
業
は
大
打
撃
を
受
け
た
。
三
九
年
前
に
持
ち
込
ま
れ
た
原
発
立
地
計
画
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
に
よ
っ
て
家
の
中
で
で
き
る
趣
味
が

人
気
を
博
し
て
い
る
が
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
読
書
が
あ
げ
ら
れ
る
。

二
〇
二
〇
年
十
月
の
読
書
週
間
に
あ
わ
せ
て
日
本
の
十
七
~
十
九
歳
の
若

者
を
対
象
に
行
わ
れ
た
調
査
に
よ
る
と
、
外
出
を
控
え
る
か
わ
り
に
読
書

量
が
増
え
た
と
い
う
人
が
二
十
四
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
い
た
そ
う
だ
。
こ
う

し
た
巣
ご
も
り
に
伴
う
読
書
量
の
増
加
は
世
界
的
な
傾
向
の
よ
う
だ
が
、

そ
の
中
で
注
目
さ
れ
て
い
る
日
本
語
が
「
積
ん
読
」
だ
。

　「
積
ん
読
」
は
本
を
た
く
さ
ん
買
い
込
ん
で
読
ま
な
い
ま
ま
積
み
上
げ

て
お
く
こ
と
で
あ
る
。「
積
ん
で
お
く
」
と
い
う
動
詞
に
読
書
の
「
読
」

を
引
っ
か
け
た
単
語
だ
。
研
究
者
で
あ
る
著
者
に
と
っ
て
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
以
前
か
ら
積
ん
読
は
深
刻
な
（
？
）
問
題
で
あ
り
、
自
宅
に
も

研
究
室
に
も
大
量
の
未
読
の
（
さ
ら
に
言
え
ば
永
久
に
読
ま
れ
な
い
の
か

も
し
れ
な
い
）本
が
積
ん
で
あ
る
。読
ん
で
い
な
い
本
で
も
本
棚
に
し
ま
っ

て
し
ま
え
ば
積
ん
読
で
は
な
い
の
で
は
⋮
⋮
な
ど
と
い
う
小
細
工
を
行
お

う
と
し
た
時
期
も
あ
っ
た
が
、
現
在
は
も
う
諦
め
の
境
地
に
達
し
て
い
る
。

　
こ
の「
積
ん
読
」（tsundoku

）と
い
う
言
葉
は
独
特
の
表
現
で
あ
る
た
め
、

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
流
行
以
前
か
ら
海
外
で
も
知
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
。
Ｂ
Ｂ
Ｃ
は
二
〇
一
八
年
に
積
ん
読
に
関
す
る
詳
し
い

記
事
を
配
信
し
て
お
り
、
こ
ち
ら
の
記
事
は
日
本
語
に
も
訳
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
る
と
、
表
記
揺
れ
は
あ
る
よ
う
だ
が
積
ん
読
と
い
う
言
葉
じ
た

い
は
一
八
七
九
年
に
は
使
わ
れ
て
お
り
、
意
外
に
古
い
言
葉
で
あ
る
。
こ

れ
以
降
、
英
語
に
限
ら
ず
ド
イ
ツ
語
や
ス
ペ
イ
ン
語
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な

言
語
の
海
外
メ
デ
ィ
ア
で
積
ん
読
と
い
う
言
葉
が
報
道
さ
れ
て
お
り
、
今

年
の
二
月
に
は
『
フ
リ
ー
・
マ
レ
ー
シ
ア
・
ト
ゥ
デ
イ
』
が
積
ん
読
と
新

型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
流
行
の
関
係
に
つ
い
て
の
記
事
を
出
し
て
い
る
。

　
買
い
だ
め
し
た
本
を
積
み
っ
ぱ
な
し
に
し
て
な
か
な
か
読
め
な
い
⋮
⋮

と
い
う
の
は
、
日
本
に
限
ら
ず
ど
こ
の
地
域
で
も
多
少
、
お
金
の
あ
る
本

好
き
で
あ
れ
ば
経
験
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
読
書
が
生
き
甲
斐
と
い
う

人
は
ど
こ
に
で
も
い
る
一
方
、『
読
ん
で
い
な
い
本
に
つ
い
て
堂
々
と
語

る
方
法
』
と
い
う
有
名
な
本
も
あ
る
く
ら
い
で
、
読
め
な
い
本
は
ど
ん
ど

ん
た
ま
っ
て
い
く
。「
積
ん
読
」
は
世
界
的
な
現
象
で
、
こ
の
日
本
語
が

世
界
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
可
能
性
は
か
な
り
あ
る
。

積
ん
読
は
世
界
の
言
葉
に
な
る
か
？

2
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こ
れ
ま
で
、
読
み
書
き
に
か
か
わ
る
も
の
で
世
界
的
に
使
わ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
日
本
語
起
源
の
単
語
と
い
う
の
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
？

　
全

世
界
の
言
語
を
調
査
す
る
の
は
困
難
だ
が
、
英
語
に
つ
い
て
は
イ
ギ
リ
ス

で
最
も
大
き
く
、
権
威
も
あ
る
辞
典
で
あ
る
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典

が
あ
る
。
外
来
語
も
含
め
て
英
語
に
存
在
す
る
単
語
を
幅
広
く
掲
載
し
て

お
り
、
こ
れ
を
見
れ
ば
少
な
く
と
も
英
語
に
は
日
本
語
か
ら
ど
う
い
う
単

語
が
入
っ
て
い
る
の
か
確
認
で
き
る
は
ず
だ
。

　
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
に
は
二
〇
二
一
年
六
月
時
点
で
日
本
語
を

起
源
と
す
る
言
葉
が
五
百
四
十
語
ほ
ど
収
録
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
中
で
読

み
書
き
に
関
す
る
言
葉
と
し
て
は
、「
絵
巻
物
」（em

akim
ono

）、「
漢
字
」

（kanji

）、「
物
語
」（m

onogatari

）
な
ど
、「
ま
あ
そ
う
と
し
か
言
い
よ

う
が
な
い
だ
ろ
う
な
」
と
い
う
よ
う
な
日
本
独
特
の
古
典
や
芸
術
に
関
す

る
語
彙
が
あ
る
。
こ
の
延
長
で
「
折
り
本
」（orihon
）
な
ど
と
い
う
日

本
で
も
あ
ま
り
聞
き
慣
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
書
籍
用
語
も
収
録
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
れ
は
お
経
の
よ
う
に
横
長
の
紙
を
折
り
た
た
ん
で
作
る
タ
イ

プ
の
本
の
こ
と
だ
。
ビ
ジ
ネ
ス
用
語
と
し
て
は
「
名
刺
」（m

eishi
）
や
「
看

板
」（kanban

）
が
入
っ
て
い
る
他
、
最
近
の
も
の
と
し
て
は
世
界
的
に

人
気
の
あ
る
パ
ズ
ル
で
あ
る
「
数
独
」（Sudoku

）
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。

ち
ょ
っ
と
面
白
い
の
は
創
作
版
画
（sosaku hanga

）
だ
。
こ
れ
は
一
人

の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
全
工
程
を
こ
な
す
タ
イ
プ
の
版
画
で
、
日
本
特
有
の

芸
術
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
定
義
さ
れ
て
い
る
。

　
ち
な
み
に
、先
程
「
読
書
が
生
き
甲
斐
と
い
う
人
は
ど
こ
に
で
も
い
る
」

と
書
い
た
が
、「
生
き
甲
斐
」（ikigai

）
と
い
う
言
葉
も
オ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
英
語
辞
典
に
載
っ
て
お
り
、
日
本
文
化
特
有
の
言
葉
だ
と
書
か
れ
て

い
る
。
類
語
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
の
は
フ
ラ
ン
ス
語
起
源
の‘raison 

d ’être’

（
存
在
理
由
）
だ
。
ど
う
も
英
語
に
「
生
き
甲
斐
」
を
意
味
す
る

言
葉
は
な
く
、
な
か
な
か
説
明
し
に
く
い
概
念
ら
し
い
。「
積
ん
読
」
は

と
も
か
く
「
生
き
甲
斐
」
は
ど
こ
の
地
域
に
も
あ
り
そ
う
な
言
葉
に
思
え

る
が
、
そ
う
で
も
な
い
よ
う
だ
。

　「
積
ん
読
」
は
ま
だ
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
に
は
収
録
さ
れ
て
い
な

い
が
、
そ
の
う
ち
い
ろ
い
ろ
な
海
外
の
辞
典
に
外
来
語
と
し
て
収
録
さ
れ

て
く
る
日
が
や
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。「
絵
文
字
」（em

oji

）
は
既
に

オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
に
入
っ
て
い
る
。
英
語
圏
で
継
続
的
に
使
わ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
定
着
す
れ
ば
、
積
ん
読
に
も
辞
書
に
載
る
チ
ャ
ン
ス

が
あ
る
。積
ん
読
さ
れ
る
た
め
に
あ
る
よ
う
な
本
で
あ
る
辞
書
に「
積
ん
読
」

と
い
う
言
葉
が
載
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
の
は
な
か
な
か
楽
し
い
。

　
参
考
資
料

ガ
ー
ケ
ン
、
ト
ム
「Tsundoku

⋮
⋮
積
ん
読

　
そ
れ
は
本
を
買
い
、
決
し
て
読
ま
な
い

技
」B

B
C

、
二
〇
一
八
年
七
月
三
十
日
、https://w

w
w.bbc.com

/japanese/features-and-
analysis-45002434

。

「
読
書
「
増
加
」
二
四
％ 

コ
ロ
ナ
が
影
響

　
日
本
財
団
、一
七
~
一
九
歳
で
調
査
」『
日
経
新
聞
』

二
〇
二
〇
年
十
月
二
十
七
日
、https://w

w
w.nikkei.com

/article/D
G

K
K

ZO
65483960 

W
0A

021C
2C

R
8000

。

バ
イ
ヤ
ー
ル
、
ピ
エ
ー
ル
『
読
ん
で
い
な
い
本
に
つ
い
て
堂
々
と
語
る
方
法
』
大
浦
康
介
訳
、

ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二
〇
一
六
年
。

G
erken, Tom

, ‘Tsundoku: The A
rt of Buying Books and N

ever Reading Them
’, BBC, 

30 July 2018, https://w
w

w.bbc.com
/japanese/features-and-analysis-45002434.

‘“Tsundoku ”: T
he A

rt of C
ollecting B

ooks w
ithout R

eading T
hem

”, F
ree 

M
alaysia Today, 18 February 2021, https://w

w
w

.freem
alaysiatoday.com

/category/
leisure/2021/02/18/tsundoku-the-art-of-collecting-books-w

ithout-reading-them
/.
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私
た
ち
は
ふ
だ
ん
権
力
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
、
あ
る
人
物
の
持
つ

権
力
や
人
の
作
っ
た
組
織
の
持
つ
権
力
を
思
い
浮
か
べ
る
。
権
力
は
人
に

付
随
す
る
も
の
と
無
意
識
の
う
ち
に
思
い
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
は
モ
ノ

は
権
力
を
も
つ
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
人
工
物
は
権
力
を
も
つ
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
米
国
の
著
名
な
建
築
家
ロ
バ
ー
ト
・
モ
ー
ゼ
ス
は
、
一
九
二
〇
年
代
に

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ロ
ン
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
州
立
公
園
と
道
路
網
を
設
計
し
た
。

モ
ー
ゼ
ス
が
張
り
巡
ら
し
た
パ
ー
ク
ウ
ェ
イ
は
立
体
交
差
す
る
陸
橋
を
低

く
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
で
、
バ
ス
や
ト
ラ
ッ
ク
の
通
行
を
妨
げ
た
。
そ
の

た
め
に
車
高
の
高
い
公
共
バ
ス
は
、
市
内
か
ら
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
東
に
あ

る
保
養
地
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ビ
ー
チ
へ
む
か
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

車
高
の
低
い
自
家
用
車
を
も
つ
白
人
群
は
ジ
ョ
ー
ン
ズ
・
ビ
ー
チ
に
行
け

る
の
に
対
し
、
公
共
交
通
で
あ
る
バ
ス
を
使
う
黒
人
群
は
ビ
ー
チ
に
行
け

な
く
な
る
と
い
う
傾
向
が
、
こ
の
低
い
橋
を
建
設
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も

た
ら
さ
れ
た
。
技
術
者
モ
ー
ゼ
ス
の
動
機
を
め
ぐ
っ
て
は
論
争
が
あ
る
。

彼
の
動
機
は
人
種
差
別
で
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
ア
フ
リ
カ

起
源
の
米
国
人
は
ロ
ン
グ
ア
イ
ラ
ン
ド
へ
旅
行
す
る
ほ
か
の
道
を
探
す
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
事
例
は
、
人
工
物
と
い
う
も
の
が
設
計
者
の

意
図
が
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
権
力
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ

る
。
つ
ま
り
建
築
物
は
、
あ
る
人
々
を
結
果
的
に
排
除
す
る
力
を
も
つ
の

で
あ
る
。

　
そ
も
そ
も
権
力
と
は
何
か
。
広
辞
苑
を
引
く
と
、
権
力
と
は
「
他
人
を

お
さ
え
つ
け
て
支
配
す
る
力
。
支
配
者
が
被
支
配
者
に
加
え
る
強
制
力
」

を
指
す
。
右
の
例
で
い
え
ば
、
低
い
橋
の
建
設
は
、「
車
高
の
高
い
公
共

交
通
を
使
わ
な
い
と
保
養
地
に
行
け
な
い
他
者
を
お
さ
え
つ
け
て
支
配

す
る
力
」
を
も
ち
、「
白
人
で
あ
る
設
計
者
が
黒
人
群
に
加
え
た
保
養
地

に
行
け
な
い
と
い
う
強
制
力
」
を
も
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な

意
味
で
低
い
橋
は
権
力
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
人
工
物
は
権
力
を
も
つ
の
で

あ
る
。

　
技
術
者
に
は
、
も
と
も
と
そ
の
よ
う
な
意
図
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な

第2回

人工物の
権力論
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い
。
し
か
し
彼
ら
の
設
計
は
、
意
図
せ
ぬ
政
治
的
結
末
を
も
た
ら
す
こ
と

が
あ
る
。
そ
れ
が
人
工
物
の
設
計
者
が
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
点
で

あ
る
。
た
と
え
ば
原
子
力
発
電
所
の
設
計
は
権
力
を
も
つ
だ
ろ
う
か
。
安

全
性
基
準
の
議
論
に
住
民
を
排
除
す
る
よ
う
働
く
場
合
、「
他
人
を
お
さ

え
つ
け
て
支
配
す
る
力
。
支
配
者
が
被
支
配
者
に
加
え
る
強
制
力
」
を

ま
っ
た
く
も
た
な
い
と
は
い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
ま
た
、
技
術
の
設
計
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
価
値
が
入
り
込
む
こ
と
に
も

注
意
が
必
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
設
計
に
お
い
て

は
、
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
や
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
ど
う
扱
う
か
に
つ
い
て
の
価
値

が
入
り
込
む
。
そ
の
た
め
、
相
互
運
用
性
を
考
え
な
が
ら
設
計
す
る
技
術

者
た
ち
は
、
相
互
運
用
性
さ
え
ク
リ
ア
す
れ
ば
価
値
中
立
で
あ
る
と
考
え

が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
中
立
で
は
な
く
設
計
プ
ロ
セ
ス
の
な
か

に
価
値
が
入
り
込
む
可
能
性
が
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
無
意
識

に
価
値
が
混
入
す
る
こ
と
は
、
人
工
物
の
権
力
論
を
論
じ
る
と
き
に
避
け

て
通
れ
な
い
論
点
で
あ
る
。
近
年
、
人
工
知
能
（
Ａ
Ｉ
）
の
発
達
が
顕
著

で
あ
る
が
、
Ａ
Ｉ
に
学
習
さ
せ
る
デ
ー
タ
に
偏
り
が
あ
る
場
合
、
Ａ
Ｉ
が

偏
っ
た
判
断
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
国
際
的
に
共
有
さ
れ
、
注
意
が
よ
び

か
け
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
人
工
物
の
権
力
性
」
を
逆
手
に
利
用
し
た
作
品
群
も
あ

る
。
日
本
の
芸
術
家
岡
本
太
郎
に
よ
る
「
座
る
こ
と
を
拒
否
す
る
イ
ス
」

で
あ
る 

。
イ
ス
の
上
に
目
や
鼻
な
ど
、
ひ
と
の
顔
を
想
起
す
る
も
の
が

描
い
て
あ
る
。
イ
ス
と
は
も
と
も
と
「
座
る
」
こ
と
を
提
供
す
る
も
の
で

あ
る
と
あ
た
り
ま
え
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
思
い

込
み
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
く
れ
る
。
そ
し
て
「
座
る
こ
と
を
拒
否
す
る
」

よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
、「
イ
ス
に
座
り
た
い
他
者
を
お
さ
え
つ
け

て
座
れ
な
い
よ
う
支
配
す
る
力
」
を
つ
く
り
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
よ
り
わ
か
り
や
す
い
例
と
し
て
、
ネ
ッ
ト
に
も
公
開
さ
れ
て
い
る
東
京

大
学
の
「
赤
門
脇
ト
イ
レ
」
デ
ザ
イ
ン
コ
ン
ペ
審
査
結
果
を
紹
介
し
よ
う
。

六
三
点
の
応
募
作
品
の
中
か
ら
最
優
秀
賞
に
選
ば
れ
た
作
品
は
、「
ひ
と

の
ト
イ
レ
」
と
い
う
も
の
で
、
多
目
的
=
障
害
の
あ
る
ひ
と
の
ト
イ
レ
で

は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
身
体
が
求
め
る
も
の
を
満
た
し
つ
つ
、
空

間
的
に
喜
び
の
あ
る
ト
イ
レ
を
提
案
し
た
。
こ
の
案
で
は
、ト
イ
レ
=「
男

性
用
」「
女
性
用
」「
障
害
者
用
」
で
は
な
く
、「
小
回
り
の
ト
イ
レ
」「
ゆ
っ

た
り
の
ト
イ
レ
」「
奥
行
き
の
ト
イ
レ
」
に
機
能
の
線
引
き
を
再
定
義
し

た
。
利
用
者
間
の
属
性
の
差
異
を
強
調
し
な
い
よ
う
、
心
地
よ
く
共
存
す

る
機
能
同
志
の
重
な
り
を
各
層
ご
と
に
定
義
し
た
。
こ
の
コ
ン
ペ
の
審
査

委
員
長
隈
研
吾
氏
の
言
葉
が
、
人
工
物
の
権
力
論
が
何
た
る
か
を
明
確
に

物
語
っ
て
い
る
の
で
、
引
用
し
よ
う
。

　「
僕
ら
は
無
意
識
に
ト
イ
レ
を
使
い
、
無
意
識
に
様
々
な
人
た
ち
を
エ

ク
ス
ク
ル
ー
ド
（
排
除
）
し
た
り
、
差
別
し
た
り
し
て
、
毎
日
を
過
ご
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
建
築
に
携
わ
り
建
築
を
作
っ
て
い
る
人
間
が
、
実
は

そ
の
問
題
に
対
し
て
最
も
無
意
識
で
、
無
知
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。」

　
ト
イ
レ
と
い
う
建
築
物
の
政
治
性
に
気
づ
か
さ
れ
る
瞬
間
で
あ
る
。
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ル
ネ
サ
ン
ス
芸
術
の
三
巨
匠
の
ひ
と
り
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
。
そ
の
鼻
は

醜
く
ゆ
が
ん
で
お
り
、
本
人
も
そ
の
こ
と
を
大
い
に
気
に
病
ん
で
い
た
と

い
う
。
芸
術
修
行
に
あ
け
く
れ
て
い
た
幼
少
の
頃
、
仲
間
と
喧
嘩
し
て
顔

を
ひ
ど
く
殴
ら
れ
た
の
だ
と
か
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
心
に
大
き
な
傷
を

残
し
た
と
さ
れ
る
そ
の
事
件
の
背
景
に
は
、
美
し
い
庭
で
の
人
々
と
の
出

会
い
が
あ
っ
た
。

　
老
コ
ジ
モ
、
そ
の
息
子
の
ピ
エ
ロ
と
、
順
調
に
共
和
制
都
市
国
家
フ
ィ

レ
ン
ツ
ェ
の
支
配
体
制
を
か
た
め
て
き
た
豪
商
メ
デ
ィ
チ
家
。
そ
の
極
盛

期
を
現
出
せ
し
め
た
の
が
、
ピ
エ
ロ
の
跡
を
継
い
で
当
主
と
な
っ
た
ロ
レ

ン
ツ
ォ
。「
豪
華
公
」（
イ
ル
・
マ
ニ
フ
ィ
コ
）
の
二
つ
名
を
も
つ
才
気
煥

発
の
傑
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
権
勢
と
財
力
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
名
だ
た
る

王
侯
の
戦
費
や
宮
廷
維
持
費
を
あ
ら
か
た
ま
か
な
う
ほ
ど
と
さ
え
言
わ
れ

た
が
、富
の
源
泉
た
る
肝
心
の
銀
行
業
の
ほ
う
は
、ち
ょ
う
ど
ロ
レ
ン
ツ
ォ

が
実
権
を
握
っ
た
頃
か
ら
傾
き
は
じ
め
て
い
た
。
国
外
の
主
要
都
市
に
構

え
て
い
た
あ
ま
た
の
支
店
も
、
し
だ
い
に
融
資
が
焦
げ
付
き
だ
し
、
あ
い

つ
い
で
閉
店
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
不
安
定
な
金
融
よ
り
は
確
実
な
資
産

を
生
む
不
動
産
を
、
財
貨
よ
り
は
血
脈
の
高
貴
さ
を
。
一
族
の
、
い
や
国

家
の
経
営
戦
略
の
見
直
し
は
急
務
で
あ
っ
た
。

　
こ
う
し
て
メ
デ
ィ
チ
家
は
十
五
世
紀
後
半
に
郊
外
の
農
地
や
荘
園
を
大

量
に
購
入
し
、
そ
の
経
営
拠
点
と
し
て
ヴ
ィ
ッ
ラ
と
美
し
い
庭
園
を
次
々

に
作
っ
て
ゆ
く
。
そ
の
一
方
で
、
都
市
部
に
お
い
て
は
芸
術
文
化
に
積
極

的
に
投
資
し
、
学
芸
の
庇
護
者
の
名
声
を
得
よ
う
と
し
た
。
将
来
王
侯
貴

族
た
ち
と
婚
姻
関
係
を
結
ぶ
に
は
、田
舎
出（
同
家
は
も
と
も
と
ト
ス
カ
ー

ナ
の
小
邑
出
身
）
の
無
学
な
成
金
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
を
な
ん
と
し
て
も
払ふ

つ

拭し
よ
くす

る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
ん
な
文
化
政
策
が
生
ん
だ
豊
か
な
実
り

の
ひ
と
つ
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
サ
ン
・
マ
ル
コ
修
道
院
そ
ば
に
整
備
さ

れ
た
メ
デ
ィ
チ
家
の
庭
園
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
古
代
遺
物
・
彫
刻
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
目
が
な
か
っ
た
ロ
レ

ン
ツ
ォ
は
、一
族
の
自
慢
の
お
宝
と
も
ど
も
、数
々
の
逸
品
を
こ
の
サ
ン
・

マ
ル
コ
庭
園
に
集
め
、
一
種
の
屋
外
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
し
た
。
庭
の
敷
地

は
祖
父
の
老
コ
ジ
モ
が
一
四
五
五
年
に
購
入
し
た
土
地
を
核
と
し
、
ロ
レ

ミケランジェロを育てた月桂樹の庭

ヨーロッパ
綺想庭園
めぐり
桑木野幸司

22
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ン
ツ
ォ
が
当
主
に
な
っ
て
以
降
は
、
庭
園
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
工
事

が
継
続
的
に
行
な
わ
れ
た
。
展
示
作
品
の
正
確
な
目
録
は
見
つ
か
っ
て
い

な
い
が
、
ウ
ェ
ヌ
ス
、
眠
る
ク
ピ
ー
ド
、
フ
ァ
ウ
ヌ
ス
な
ど
の
古
代
彫
像

が
置
か
れ
て
い
た
と
い
う
。

　
ロ
レ
ン
ツ
ォ
は
こ
こ
を
、
芸
術
を
学
ぶ
若
き
才
能
た
ち
に
開
放
し
た
。

同
園
の
管
理
を
任
さ
れ
た
ベ
ル
ト
ル
ド
は
、
ド
ナ
テ
ッ
ロ
の
助
手
で
あ
っ

た
老
齢
の
彫
刻
家
で
、
庭
に
集
う
少
年
や
若
者
た
ち
に
造
形
芸
術
の
指
導

を
行
な
っ
た
。
そ
こ
で
め
き
め
き
上
達
を
み
せ
た
の
が
十
代
前
半
の
ミ
ケ

ラ
ン
ジ
ェ
ロ
。
彼
が
彫
刻
に
打
ち
込
む
き
っ
か
け
を
作
っ
た
の
が
、
こ
の

庭
で
先
に
修
行
を
は
じ
め
て
い
た
青
年
ト
リ
ジ
ャ
ー
ノ
だ
っ
た
。
若
き
ミ

ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
、
こ
の
先
輩
が
ベ
ル
ト
ル
ト
翁
か
ら
出
さ
れ
た
造
形
課

題
に
悪
戦
苦
闘
し
て
い
る
の
を
み
る
や
、
た
ち
ま
ち
創
作
意
欲
を
刺
激
さ

れ
、
鑿の

み

を
手
に
大
理
石
と
の
格
闘
を
は
じ
め
る
。

　
あ
る
時
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
が
年
老
い
た
牧
神
の
顔
を
迫
真
の
リ
ア
ル

さ
で
彫
り
上
げ
た
。
庭
を
訪
れ
て
い
た
「
豪
華
公
」
は
そ
の
出
来
栄
え
に
内

心
感
嘆
す
る
も
、
少
年
を
鼓
舞
す
る
意
味
も
込
め
て
か
、
老
人
な
ら
歯
が

欠
け
て
い
る
の
で
は
、
と
意
地
悪
く
コ
メ
ン
ト
し
た
。
す
る
と
再
会
し
た

と
き
に
は
、歯
が
欠
け
た
見
事
な
面
に
仕
上
が
っ
て
い
た
と
い
う
。
メ
デ
ィ

チ
家
の
当
主
は
彼
の
才
能
を
こ
よ
な
く
愛
し
、
手
厚
い
庇
護
を
与
え
た
。

　
得
意
の
絶
頂
に
あ
っ
た
そ
の
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
鼻
っ
柱
を
文
字
通

り
へ
し
お
っ
た
の
が
、
庭
園
学
校
で
の
例
の
ぱ
っ
と
し
な
い
先
輩
ト
リ

ジ
ャ
ー
ノ
。
あ
る
と
き
自
ら
の
ス
ケ
ッ
チ
の
腕
前
を
、
こ
の
生
意
気
な
後

輩
に
小
ば
か
に
さ
れ
た
の
に
我
慢
で
き
ず
、
鉄
拳
を
振
る
っ
た
の
だ
と
い

う
。
自
信
過
剰
の
若
き
天
才
に
と
っ
て
、
口
は
大
き
な
禍
の
も
と
と
な
っ

た
わ
け
だ
。

　
後
年
、
熱
烈
な
共
和
主
義
者
に
成
長
し
た
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
は
、
メ

デ
ィ
チ
家
の
専
制
支
配
と
激
し
く
対
立
し
、
大
き
な
苦
悩
を
抱
え
る
こ
と

に
な
る
。
か
つ
て
の
恩
に
応
え
る
か
、
政
治
信
条
を
貫
く
か
。
け
れ
ど

も
、
青
年
期
を
過
ご
し
た
月
桂
樹
（
ロ
レ
ン
ツ
ォ
の
名
は
ラ
テ
ン
語
の

Laurentius
「
月
桂
冠
を
い
た
だ
く
も
の
」
に
由
来
）
の
大
き
な
暖
か
い

枝
葉
に
包
ま
れ
た
庭
は
、
彼
に
と
っ
て
永
遠
の
「
ロ
ク
ス
・
ア
モ
エ
ヌ
ス
」

（
心
地
よ
き
場
）
で
あ
り
続
け
た
こ
と
だ
ろ
う
。

図版：オッターヴィオ・ヴァンニーニ《ロレンツォにファウヌス（牧神）
の頭部を見せるミケランジェロ》（1638－42 年）、銀器博物館、フィレン
ツェ

出典：Wikimedia commons
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ottavio_Vannini_-_Michelangelo_Showing_
Lorenzo_il_Magnifico_the_Head_of_a_Faun_-_Palazzo_Pitti_-_Firenze.jpg
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蒲
田
か
ら
鈴
ヶ
森
は
往
時
の
御ご

府ふ

内な
い

の
外
、
江
戸
の
近
郊
で
あ
っ
た
。

こ
こ
を
貫
く
旧
東
海
道
は
、
京
浜
急
行
と
第
一
京
浜
（
国
道
一
五
号
線
）

に
ほ
ぼ
平
行
し
て
い
る
。
後
者
と
は
と
き
に
重
な
り
、
と
き
に
軽
く
ず
れ

る
。
羽
田
空
港
は
指
呼
の
間
、
空
を
見
上
げ
れ
ば
飛
行
機
が
行
き
交
う
。

　
さ
て
、
京
急
蒲
田
駅
を
第
一
京
浜
ま
で
で
て
、
少
し
北
上
す
れ
ば
、
聖

蹟
蒲
田
梅
屋
敷
公
園
が
あ
る
。
歌
川
広
重
の
︿
名
所
江
戸
百
景
﹀「
蒲
田

の
梅
園
」（
安
政
四
年
︻
一
八
五
七
︼）
描
く
梅
の
名
所
の
跡
地
で
、
往
時

は
三
千
坪
あ
っ
た
と
い
う
。
明
治
天
皇
が
九
度
も
行
幸
し
た
地
で
は
あ
る

が
、
戦
前
か
ら
電
車
や
道
路
の
拡
幅
で
敷
地
は
縮
小
し
て
き
た
。
現
在
残

る
句
碑
、
樹
齢
の
さ
し
て
古
く
な
い
梅
は
、
い
に
し
え
を
偲
ぶ
に
さ
え
よ

し
な
い
が
、
さ
ら
に
国
道
の
拡
幅
で
先
細
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

　
こ
こ
は
東
海
道
の
第
一
の
宿
、
品
川
宿
の
手
前
。
復
元
さ
れ
た
里
程
標

に
よ
れ
ば
、
江
戸
の
中
央
た
る
日
本
橋
ま
で
三
里
十
八
丁
（
約
一
三
・
七

キ
ロ
）
と
あ
る
。
鉄
道
・
国
道
は
「
新
し
い
川
」
と
で
も
称
す
べ
く
、
中

央
と
微
妙
な
距
離
に
あ
る
旧
蹟
は
遠
慮
な
く
浸
蝕
さ
れ
、
押
し
流
さ
れ
る
。

　
さ
ら
に
、
北
上
し
て
み
よ
う
。
平へ

い

和わ

島じ
ま

あ
た
り
で
道
を
一
本
入
る
と
、

美み

原は
ら

通
り
が
あ
る
。
短
い
な
が
ら
、
道
幅
な
ど
旧
街
道
の
面
影
を
留
め
る

と
い
う
。
海
苔
問
屋
が
数
軒
。
浅
草
海
苔
と
い
っ
て
も
、
大
森
・
品
川
の

海
に
産
す
る
（『
江
戸
名
所
図
会
』
巻
之
二
）
と
あ
る
の
で
、
こ
れ
は
よ

し
と
し
よ
う
。
し
か
し
、「
廻
船
問
屋

　
豊
栄
丸
」
と
あ
る
看
板
は
、
こ

れ
い
か
に
。
い
さ
さ
か
目
を
瞠み

は

っ
た
。

　
さ
て
、
徳
川
時
代
の
大
森
名
産
の
土
産
物
は
麦
わ
ら
細
工
で
あ
っ
た
。

︿
双
筆
五
十
三
次
﹀「
川
崎
」（
安
政
元
年
︻
一
八
五
四
︼）
は
、
歌
川
広
重

が
多
摩
川
の
渡
し
場
を
描
き
、
三
代
歌
川
豊
国
が
麦
わ
ら
細
工
を
作
る
若

い
母
親
を
描
く
合
作
の
浮
世
絵
だ
。
大
森
近
隣
の
農
民
が
製
し
、
街
道
筋

の
大
森
で
売
り
さ
ば
い
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う
い
っ
た
農
漁
村
の
大
森
は
、

明
治
中
期
に
一
変
し
た
。
海
水
浴
場
が
作
ら
れ
、
リ
ゾ
ー
ト
地
化
し
た
の

で
あ
る
。
三
業
地
、
鉱
泉
さ
え
も
で
き
た
。
一
方
、
大
森
駅
（
現
Ｊ
Ｒ
）

の
開
業
（
一
八
七
六
）
は
早
く
、
都
心
へ
の
交
通
も
よ
か
っ
た
の
で
、
郊

外
の
住
宅
街
と
し
て
の
道
も
歩
む
こ
と
に
な
っ
た
。

　
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
は
、
古
め
か
し
い
地
縁
に
よ
る
干
渉
が
少
な
い
。
谷

崎
潤
一
郎
が
『
痴
人
の
愛
』（
一
九
二
四
~
二
五
）
の
舞
台
に
選
ん
だ
の

江
戸の
残
像

え
ど
の
ざ
ん
ぞ
う

い
だ
・
た
ろ
う

14. 

蒲
田
・
鈴
ヶ
森

井
田
太
郎
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は
、
匿
名
性
の
高
い
土
地
柄
あ
っ
て
だ
ろ
う
。
電
気
技
師
の
譲
治
（
二
八

歳
）
と
浅
草
で
カ
フ
ェ
ー
の
女
給
を
し
て
い
た
ナ
オ
ミ
（
一
五
歳
）
が
異

様
な
同
棲
を
始
め
る
洋
館
は
、
大
森
駅
近
く
の
線
路
沿
い
と
い
う
設
定
だ
。

も
っ
と
も
、
ナ
オ
ミ
が
大
森
海
岸
の
汚
さ
を
厭
い
、
鎌
倉
の
海
岸
で
泳
い

だ
と
あ
る
の
で
、
海
水
浴
場
の
誕
生
か
ら
約
四
十
年
で
環
境
は
一
変
し
て

い
た
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
大
森
駅
と
大
森
海
岸
駅
（
京
急
）
の
あ
い
だ
に
は
、
京
大
俳
句
事

件
で
検
挙
（
一
九
四
〇
）
さ
れ
る
ま
で
、
俳
人
西さ

い

東と
う

三さ
ん

鬼き

が
住
ん
で
い
た
。

「
空
港
の
青
き
冬
日
に
人
あ
ゆ
む
」（『
空
港
』）
な
ど
モ
ダ
ン
な
臨
海
の
佳

句
を
残
し
た
が
、
た
し
か
に
こ
こ
か
ら
羽
田
空
港
ま
で
は
長
め
の
散
歩
に

ち
ょ
う
ど
い
い
。

　
大
森
海
岸
駅
か
ら
第
一
京
浜
に
で
て
、
再
北
上
、
首
都
高
鈴
ヶ
森
ラ
ン

プ
を
過
ぎ
、
海
側
に
大
井
競
馬
場
の
ス
タ
ン
ド
が
み
え
る
こ
ろ
に
は
、「
東

京
都
史
跡
鈴
ヶ
森
刑
場
遺
跡
」
と
い
う
看
板
が
視
界
に
入
る
。
脇
道
、
つ

ま
り
旧
東
海
道
に
入
れ
ば
、
ぬ
っ
と
大
き
な
題だ

い

目も
く

供
養
塔
が
現
れ
る
（
図

版
）。︿
御ご

ぞ
ん
じ存

鈴す
ず

ヶが

森も
り

﹀（
鈴
ヶ
森
）
や
︿
其そ

の

小こ

唄う
た

夢
ゆ
め
も
よ
し
わ
ら

廊
﹀（
権ご

ん

上
じ
ょ
う

）、鈴
ヶ

森
を
舞
台
と
す
る
歌
舞
伎
で
、
処
刑
場
の
ア
イ
コ
ン
に
さ
れ
て
い
る
も
の

だ
。
か
つ
て
は
、
街
道
に
面
し
て
横
四
十
間
、
奥
行
八
間
あ
っ
た
と
い
う

が
、
今
日
で
は
猫
の
額
の
ご
と
く
、
な
ん
と
も
あ
っ
け
な
い
。
丸ま

る

橋ば
し

忠ち
ゅ

弥う
や

に
始
ま
り
、
天て

ん

一い
ち

坊ぼ
う

、
平ひ

ら

井い

権ご
ん

八ぱ
ち

、
八や

百お

屋や

お
七し

ち

、
白し

ろ

子こ

屋や

お
熊く

ま

が
処
刑

さ
れ
た
土
地
。
今
は
国
道
と
い
う
暴
流
の
横
で
開
け
て
い
る
が
、
明
治
中

期
の
古
写
真
を
み
れ
ば
、
松
ば
か
り
が
目
立
つ
荒
涼
と
し
た
海
辺
で
あ
っ

た
。
筆
者
の
訪
れ
た
こ
ろ
、
死
者
の
供
養
に
植
え
た
の
か
、
八
重
桜
が
さ

か
り
で
あ
っ
た
。
ま
さ
か
、「
栄
へ
ゆ
く
人ひ

と

一ひ
と

さ
か
り
花
一ひ

と

時と
き

、
翌あ

す

は
白

井
が
身
の
果は

て

も
⋮
⋮
」（
権
上
）
と
い
う
清
元
の
歌
詞
を
思
い
寄
せ
た
わ

け
で
は
あ
る
ま
い
。
権
上
だ
と
幕
開
き
に
太
鼓
で
波
音
が
轟
く
が
、
ト

ラ
ッ
ク
の
音
が
聞
こ
え
る
ば
か
り
だ
。

図
版
　
題
目
供
養
塔
（
撮
影
筆
者
）

「
南
無
妙
法
蓮
華
経
」
と
あ
る
供
養
塔
は
、
歌
舞
伎
の
舞
台
で
な
じ
み
深
い
。
荒
涼
た
る
海
辺
で
は
目
立
っ
た

だ
ろ
う
。
ケ
ン
ペ
ル
（
オ
ラ
ン
ダ
商
館
付
の
医
師
）
も
こ
れ
と
お
ぼ
し
い
碑
に
言
及
し
て
い
る
（『
日
本
誌
』）。
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● 

白
水
社
の
新
刊 

●

イ
ア
ン・
ア
ー
ビ
ナ 

著　

黒
木
章
人 

訳

ア
ウ
ト
ロ
ー・
オ
ー
シ
ャ
ン︵
上
・
下
︶ 

海
の「
無
法
地
帯
」を
ゆ
く

魔
界
と
化
し
た 

「
豊
穣
の
海
」の
真
実

四
六
判

　
㊤
三
三
〇
頁

　
㊦
三
四
〇
頁

定
価
各
二
六
四
〇
円
（
本
体
各
二
四
〇
〇
円
）

ISB
N

㊤978-4-560-09837-0
 

㊦978-4-560-09838-7

　
海
に
は
陸
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る

社
会
が
あ
り
、
陸
の
ル
ー
ル
は
海
で

は
通
用
し
な
い
。
そ
ん
な
「
無
法
の

大
洋
」
で
は
、
密
漁
や
乱
獲
、
不
法

投
棄
の
ほ
か
、
奴
隷
労
働
、
人
身
売

買
、
虐
待
、
殺
人
と
い
っ
た
犯
罪
行

為
が
長
年
に
わ
た
っ
て
放
置
さ
れ
て

き
た
。
本
書
は
、
決
し
て
一
般
の
人

の
目
に
触
れ
る
こ
と
の
な
い
、
領
海

外
で
横
行
す
る
違
法
・
脱
法
行
為
の

驚
く
べ
き
実
態
を
詳
細
に
描
い
た
ノ

ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

　
わ
た
し
た
ち
が
普
段
口
に
し
て
い

る
海
産
物
は
、
店
頭
に
並
ん
で
い
る

近
海
物
の
鮮
魚
や
干
物
だ
け
で
は
な

い
。
冷
凍
品
や
缶
詰
と
い
っ
た
水
産

加
工
品
の
原
材
料
の
多
く
は
、
グ
ロ

ー
バ
ル
化
し
た
巨
大
産
業
で
あ
る
国

際
漁
業
の
現
場
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
か
な
り
の
部

分
が
、
目
を
背
け
た
く
な
る
よ
う
な

過
酷
な
労
働
や
乱
獲
な
ど
に
よ
る
生

態
系
の
破
壊
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も

の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
本
書
に
は
こ

れ
で
も
か
と
い
う
ほ
ど
描
か
れ
て
い

る
。
日
本
の
消
費
者
が
好
む
海
の
幸

に
は
目
に
見
え
な
い
コ
ス
ト
が
か
か

っ
て
い
る
と
い
う｢

不
都
合
な
真
実
」

を
突
き
つ
け
て
い
る
の
だ
。

　
独
立
を
宣
言
し
た
海
上
要
塞
、
公

海
上
で
行
わ
れ
る
人
工
妊
娠
中
絶
、

借
金
の
か
た
に
取
ら
れ
た
船
を
回
収

す
る
レ
ポ
マ
ン
の
活
動
な
ど
、
知
ら

れ
ざ
る
海
の
実
態
を
克
明
に
描
い
た

『
Ｎ
Ｙ
タ
イ
ム
ズ
』
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
。

中チ
ャ
イ
ナ国
フ
ァ
ク
タ
ー
の
政
治
社
会
学　
台
湾
へ
の
影
響
力
の
浸
透

川
上
桃
子 

編
・
監
訳　

呉
介
民 

編　

津
村
あ
お
い 

訳

社
会
科
学
を
武
器
に 

中
国
と
戦
う
！

四
六
判

　
二
八
四
頁

定
価
二
六
四
〇
円
（
本
体
二
四
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09852-3

　
中
国
の
大
国
化
と
そ
の
興
隆
は
ア

ジ
ア
の
み
な
ら
ず
世
界
に
対
し
て
多

大
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
。

　
な
か
で
も
台
湾
は
、
中
国
が
「
台

湾
統
一
」
を
国
家
目
標
に
掲
げ
て
い

る
と
い
う
特
異
な
事
情
も
あ
り
、
中

国
に
よ
る
経
済
活
動
や
文
化
社
会
交

流
を
通
じ
た
政
治
的
取
り
込
み
の
影

響
を
き
わ
め
て
強
く
受
け
て
い
る
。

　
本
書
で
は
、
台
湾
の
日
常
生
活
の

い
た
る
と
こ
ろ
に
現
れ
て
い
な
が
ら
、

そ
の
実
態
が
捉
え
が
た
い
中
国
の
影

響
力
を
「
チ
ャ
イ
ナ
・
フ
ァ
ク
タ
ー
」

と
し
て
析
出
、
社
会
科
学
の
視
点
で

事
態
を
初
め
て
理
解
す
る
試
み
で
あ

る
。

　
大
国
が
軍
事
力
な
ど
に
よ
ら
ず
影

響
力
を
行
使
す
る
あ
り
か
た
は
従
来
、

ソ
フ
ト
・
パ
ワ
ー
と
言
わ
れ
て
き
た
。

し
か
し
、
中
国
に
よ
る
「
統
一
戦
線

工
作
」
を
通
じ
た
影
響
力
行
使
は
よ

り
い
っ
そ
う
苛
酷
で
あ
る
。

　
本
書
に
お
い
て
は
、
中
国
人
観
光

客
の
台
湾
来
訪
、
中
国
企
業
に
よ
る

投
資
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
教
科
書
、

民
間
宗
教
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
領

域
で
の
中
国
の
影
響
力
に
つ
い
て
事

例
研
究
を
行
い
、
そ
の
構
図
を
解
明

し
て
い
く
。

　
他
方
、
一
連
の
過
程
に
は
台
湾
側

か
ら
の
強
い
抵
抗
と
反
作
用
が
あ
る

こ
と
も
分
か
っ
て
い
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
迫
り
く
る
中
国
の
影

に
果
た
し
て
い
か
に
立
ち
向
か
う
の

か
。
日
本
で
も
必
読
の
書
！
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● 

白
水
社
の
新
刊 

●

マ
オ
と
ミ
カ
ド　
日
中
関
係
史
の
中
の「
天
皇
」

城
山
英
巳 
著

工
作
と
諜
報
に
明
け
暮
れ
た 

裏
面
史

四
六
判

　
六
〇
〇
頁

定
価
三
〇
八
〇
円
（
本
体
二
八
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09798-4

　「
天
皇
陛
下
に
よ
ろ
し
く
」
︱
。

毛
沢
東
や
周
恩
来
ら
中
国
共
産
党
の

歴
代
指
導
部
は
一
九
五
〇
年
代
以
降
、

訪
中
し
た
日
本
の
要
人
に
必
ず
こ
う

語
り
掛
け
た
。

　
日
中
戦
争
の
記
憶
も
生
々
し
い
こ

の
時
期
、
激
し
い
反
日
感
情
を
圧
し

て
な
ぜ
こ
う
し
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発

し
た
か
？

　
一
九
二
〇
年
代
か
ら
五

〇
年
代
に
か
け
て
の
米
ソ
日
中
の
史

料
や
証
言
を
掘
り
下
げ
て
解
明
し
て

い
く
の
が
本
書
の
基
本
視
角
だ
。

　
ま
ず
指
摘
で
き
る
の
は
「
向
ソ
一

辺
倒
」
か
ら
「
平
和
共
存
」
へ
と
、

中
国
の
外
交
方
針
が
大
き
く
転
換
し

た
こ
と
だ
。
超
大
国
と
し
て
米
国
が

台
頭
す
る
中
、
米
国
務
省
日
本
派
が

練
り
上
げ
た
「
天
皇
利
用
戦
略
」
を

換
骨
奪
胎
し
つ
つ
、
西
側
諸
国
を
切

り
崩
す
外
交
カ
ー
ド
と
し
て
天
皇
工

作
を
焦
点
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
。

　
他
方
、
毛
沢
東
は
戦
争
中
、の
ち
に

「
闇
の
男
」「
五
重
ス
パ
イ
」な
ど
と
語

り
継
が
れ
る
日
本
共
産
党
の
野
坂
参

三
と
延
安
で
頻
繁
に
接
触
し
て
い
た
。

　
野
坂
は
共
産
党
関
係
者
を
一
斉
摘

発
し
た
三
・
一
五
事
件
で
逮
捕
さ
れ

て
以
降
、「
君
主
制
ノ
撤
廃
ニ
異
論
」

を
唱
え
て
お
り
、
野
坂
と
の
交
流
が

「
皇
帝
」
毛
沢
東
を
し
て
「
万
世
一
系
」

の
天
皇
が
持
つ
不
思
議
な
求
心
力
に

つ
い
て
喚
起
せ
し
め
た
と
い
う
。「
志

那
通
」か
ら
チ
ャ
イ
ナ
ス
ク
ー
ル
ま
で
、

帝
国
陸
軍
か
ら
自
民
党
・
共
産
党
ま

で
、大
陸
で
暗
躍
し
た
人
々
の
群
像
！

近
藤
伸
二 

著

　

彭ほ
う

明め
い

敏び
ん　

蔣し
ょ
う

介か
い

石せ
き

と
闘
っ
た
台
湾
人

被
弾
、亡
命
、総
統
選
⋮
⋮ 

知
ら
れ
ざ
る
台
湾
裏
面
史

四
六
判

　
二
八
四
頁

定
価
二
七
五
〇
円
（
本
体
二
五
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09824-0

　
彭
明
敏
と
李
登
輝
は
と
も
に
一
九

二
三
年
生
ま
れ
で
台
湾
大
学
時
代
か

ら
の
友
人
だ
っ
た
が
、
一
方
は
亡
命

者
、
も
う
一
方
は
総
統
と
両
極
端
の

道
を
歩
ん
だ
。

　
民
主
化
以
前
、
国
民
党
一
党
独
裁

の
権
威
体
制
に
立
ち
向
か
っ
て
投

獄
・
処
刑
さ
れ
た
人
は
数
知
れ
な
い
。

な
か
で
も
注
目
を
集
め
て
き
た
の
が
、

台
湾
大
学
教
授
だ
っ
た
彭
明
敏
が
六

四
年
、二
人
の
教
え
子
と
と
も
に「
台

湾
人
民
自
救
運
動
宣
言
」
を
作
成
・

印
刷
し
て
逮
捕
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。

「
自
救
宣
言
」
は
、
台
湾
と
中
国
は

別
々
の
存
在
だ
と
す
る
主
張
が
現
在

の
「
一
中
一
台
論
」
の
原
点
と
な
っ

て
お
り
、
そ
の
先
見
性
と
と
も
に
、

特
赦
で
釈
放
さ
れ
た
後
、
当
局
の
厳

重
な
監
視
を
か
い
く
ぐ
っ
て
海
外
に

脱
出
す
る
と
い
う
決
死
の
行
動
も
相

ま
っ
て
、
民
主
化
運
動
の
シ
ン
ボ
ル

と
な
っ
て
き
た
。
二
二
年
に
及
ぶ
亡

命
生
活
の
の
ち
、
台
湾
に
戻
っ
て
初

の
総
統
選
で
当
時
の
野
党
・
民
進
党

の
公
認
候
補
に
な
る
な
ど
、
彭
明
敏

の
人
生
そ
の
も
の
が
台
湾
の
民
主
化

を
象
徴
し
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
関
係
者
の
回
顧
録
や
関
連
資
料
の

ほ
か
、
当
事
者
の
証
言
か
ら
事
件
の
顛

末
と
亡
命
の
一
部
始
終
を
再
現
し
、
さ

ら
に
李
登
輝
と
の
友
情
や
二
人
の
対
比

な
ど
も
盛
り
込
ん
で
、
彭
明
敏
の
人
物

像
を
く
っ
き
り
と
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

台
湾
の
民
主
化
運
動
と
知
ら
れ
ざ
る

日
台
交
流
史
に
光
を
当
て
た
労
作
。
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● 

白
水
社
の
新
刊 

●

オ
レ
ー
ク
・
Ｖ
・
フ
レ
ヴ
ニ
ュ
ー
ク 

著　

石
井
規
衛 

訳

ス
タ
ー
リ
ン　
独
裁
者
の
新
た
な
る
伝
記

真
に
一
新
さ
れ
た 

ス
タ
ー
リ
ン
像
の
提
示
に
挑
む
！

四
六
判

　
六
〇
二
頁
＋
口
絵
八
頁

定
価
五
〇
六
〇
円
（
本
体
四
六
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09850-9

　
本
書
は
、
ロ
シ
ア
の
世
界
的
権
威

が
、
ス
タ
ー
リ
ン
に
直
接
由
来
す
る

文
書
館
史
資
料
に
可
能
な
限
り
基
づ

き
つ
つ
執
筆
し
た
、
最
初
に
し
て
第

一
級
の
ス
タ
ー
リ
ン
伝
だ
。
二
十
世

紀
を
代
表
す
る
独
裁
者
ス
タ
ー
リ
ン

の
軌
跡
を
辿
る
こ
と
で
、
そ
れ
と
不

可
分
の
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
史
お

よ
び
世
界
史
を
き
ち
ん
と
把
握
で
き

る
、
ま
さ
に
現
代
史
研
究
の
「
基
本

図
書
」
と
な
る
も
の
だ
。

　
解
禁
さ
れ
た
膨
大
な
史
資
料
に
あ

た
っ
て
、
学
術
的
に
裏
づ
け
し
つ
つ
、

し
か
も
分
か
り
や
す
く
叙
述
す
る
こ

と
で
、「
独
裁
者
の
全
貌
」
が
浮
か
び

上
が
っ
て
く
る
。
ま
た
叙
述
の
方
法

に
も
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。
章

立
て
の
年
代
記
と
、
ス
タ
ー
リ
ン
の

終
末
期
を
背
景
に
彼
の
人
格
お
よ
び

支
配
シ
ス
テ
ム
の
解
読
が
、
交
互
に

記
述
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
一
種
の

テ
キ
ス
ト
上
の
「
マ
ト
リ
ョ
ー
シ
カ
」

（
ロ
シ
ア
の
入
れ
子
人
形
）
構
造
に
な

っ
て
い
て
、
読
者
は
二
通
り
に
読
み

進
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
う
え
貴

重
な
逸
話
も
数
多
く
盛
り
込
ま
れ
て

お
り
、
興
味
は
尽
き
な
い
だ
ろ
う
。

　
本
書
の
読
者
対
象
は
研
究
者
か
ら

歴
史
愛
好
家
、
一
般
ま
で
幅
広
い
。

今
年
は
ソ
連
崩
壊
後
三
十
年
、
権
威

主
義
の
台
頭
と
民
主
主
義
の
衰
退
に

危
機
感
を
抱
く
読
者
に
も
、
大
き
な

示
唆
と
な
る
だ
ろ
う
。
巻
頭
に
口
絵

写
真
八
頁
、
巻
末
に
「
訳
者
解
説
」

を
付
す
。

英
語
原
典
で
読
む
マ
ー
シ
ャ
ル　
『
経
済
学
原
理
』の
世
界

伊
藤
宣
広 

著

自
己
陶
冶
と
し
て
の
翻
訳

四
六
判

　
二
六
〇
頁

　

定
価
三
〇
八
〇
円
（
本
体
二
八
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09851-6

　
七
月
下
旬
刊

　
英
語
力
を
養
い
つ
つ
、
経
済
学
を

究
め
る
「
英
語
原
典
で
読
む
」
シ
リ
ー

ズ
の
第
四
弾
は
、
か
つ
て
世
界
で
最
も

読
ま
れ
た
経
済
書
で
あ
る
マ
ー
シ
ャ

ル『
経
済
学
原
理
』の
精
読
に
取
り
組
む
。

　
マ
ー
シ
ャ
ル
が
活
躍
し
た
十
九
世

紀
末
か
ら
二
十
世
紀
初
頭
に
か
け
て

は
、
経
済
学
の
研
究
が
飛
躍
的
に
前

進
を
遂
げ
た
時
期
だ
っ
た
。

　
そ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
マ
ー
シ
ャ

ル
は
経
済
学
の
世
界
に
帝
王
と
し
て

君
臨
し
て
お
り
、
世
界
の
経
済
学
研

究
の
最
先
端
で
あ
っ
た
ケ
ン
ブ
リ
ッ

ジ
大
学
で
は
「
す
べ
て
は
マ
ー
シ
ャ

ル
に
あ
る
」
と
ま
で
言
わ
れ
た
。

　
弟
子
の
ケ
イ
ン
ズ
な
ど
は
、
マ
ー

シ
ャ
ル
の
『
経
済
学
原
理
』
さ
え
読

め
ば
、
他
の
経
済
学
の
本
は
読
む
必

要
が
な
い
と
ま
で
言
っ
て
い
た
く
ら

い
で
あ
る
。
こ
れ
一
冊
に
必
要
な
こ

と
す
べ
て
が
詰
ま
っ
て
い
る
、
と
い

う
わ
け
だ
。

　
実
際
、
需
要
曲
線
と
供
給
曲
線
が

ク
ロ
ス
す
る
図
は
、
マ
ー
シ
ャ
ル
に

よ
っ
て
つ
く
り
だ
さ
れ
た
も
の
で
あ

り
、「
市
場
の
失
敗
」
に
関
連
す
る

情
報
の
不
完
全
性
や
外
部
性
と
い
っ

た
考
え
方
も
、
マ
ー
シ
ャ
ル
に
よ
っ

て
掘
り
下
げ
ら
れ
考
案
さ
れ
た
。

　
本
書
で
は
、
現
代
経
済
学
の
根
本

概
念
を
英
語
原
典
で
「
い
か
に
翻
訳

す
る
か
」
に
留
意
し
つ
つ
、
身
に
着
け

て
い
く
。「
使
え
る
エ
イ
ゴ
、
話
せ
る

エ
イ
ゴ
」
で
は
な
く
、
自
ら
を
陶
冶

す
る
た
め
の
英
語
精
読
の
世
界
へ
！
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● 

白
水
社
の
新
刊 

●

ナ
タ
ー
シ
ャ
の
踊
り
︵
上
・
下
︶　

ロ
シ
ア
文
化
史

オ
ー
ラ
ン
ド
ー・フ
ァ
イ
ジ
ズ 

著　

鳥
山
祐
介
、巽
由
樹
子
、中
野
幸
男 

訳

ロ
シ
ア
文
化
を
主
人
公
と
し
た 

一
大
叙
事
詩

四
六
判

　
㊤
四
六
八
頁

　
定
価
五
二
八
〇
円

（
本
体
四
八
〇
〇
円
）　
㊦
五
〇
八
頁

　
定
価
五

五
〇
〇
円
（
本
体
五
〇
〇
〇
円
）
七
月
下
旬
刊

ISB
N

㊤978-4-560-09839-4
 

㊦978-4-560-09854-7

　「
ロ
シ
ア
は
頭
で
は
わ
か
ら
な
い
」

︱
「
ロ
シ
ア
」
を
め
ぐ
る
イ
メ
ー

ジ
=

神
話
の
典
型
の
ひ
と
つ
だ
。
本

書
で
は
、
そ
う
し
た
「
ロ
シ
ア
」
と

い
う
「
神
話
」
が
生
み
出
し
て
き
た

豊
饒
た
る
ロ
シ
ア
文
化
の
歴
史
が
、

国
家
や
社
会
を
主
体
と
す
る
マ
ク
ロ

な
歴
史
を
縦
糸
、
個
人
の
生
に
関
わ

る
ミ
ク
ロ
な
歴
史
を
横
糸
と
し
て
織

り
な
さ
れ
る
。
文
学
、
音
楽
、
美
術
、

演
劇
、
バ
レ
エ
と
い
っ
た
大
文
字
の

文
化
の
み
な
ら
ず
、
宮
廷
の
様
子
や

農
村
の
習
慣
、食
や
入
浴
文
化
、フ
ォ

ー
ク
ロ
ア
ま
で
、
ロ
シ
ア
史
の
さ
ま

ざ
ま
な
局
面
に
お
け
る
日
常
生
活
を

垣
間
見
ら
れ
る
の
も
本
書
の
魅
力
だ
。

　
本
書
が
射
程
に
入
れ
る
の
は
、
一

七
〇
三
年
の
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝
に
よ

る
新
都
建
設
か
ら
、
一
九
六
二
年
の

ス
ト
ラ
ヴ
ィ
ン
ス
キ
ー
の
亡
命
先
か

ら
の
一
時
帰
還
と
い
う
二
百
五
十
年

を
超
え
る
時
間
で
あ
り
、
さ
ら
に
亡

命
ロ
シ
ア
人
社
会
に
も
そ
の
筆
は
及

ん
で
い
る
た
め
、
膨
大
な
時
空
間
に

わ
た
る
「
ロ
シ
ア
文
化
」
を
読
者
は

旅
す
る
こ
と
に
な
る
。「
ロ
シ
ア
文

化
」に
お
い
て「
ロ
シ
ア
」と
い
う「
神

話
」
が
い
か
に
大
き
な
問
題
と
し
て

底
流
に
あ
っ
た
の
か
、ま
た
逆
に「
ロ

シ
ア
」
と
い
う
「
神
話
」
を
支
え
る

の
に
い
か
に
「
文
化
」
が
重
要
な
役

割
を
担
っ
た
の
か
を
、
本
書
で
描
か

れ
る
人
物
た
ち
を
追
体
験
し
な
が
ら

感
得
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

二
十
八
の
テ
ー
マ
で
読
む 

ビ
ザ
ン
ツ
帝
国
史

四
六
判

　
五
〇
〇
頁
＋
口
絵
八
頁

定
価
五
〇
六
〇
円
（
本
体
四
六
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09853-0

　
ビ
ザ
ン
ツ
は
、
四
世
紀
に
東
西
に

分
か
れ
た
ロ
ー
マ
帝
国
の
東
側
に
始

ま
り
、
十
五
世
紀
に
オ
ス
マ
ン
・
ト

ル
コ
に
征
服
さ
れ
る
ま
で
、
大
帝
国

か
ら
最
後
は
地
方
の
小
国
に
縮
小
し

つ
つ
も
、
千
百
年
あ
ま
り
に
わ
た
っ

て
東
地
中
海
を
中
心
に
存
続
し
た
。

だ
が
、
世
界
史
の
な
か
で
重
要
な
位

置
を
占
め
る
国
家
で
あ
り
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
日
本
で
は
今
ひ
と
つ
な
じ

み
が
薄
か
っ
た
。

　
本
書
で
は
、「
ラ
ヴ
ェ
ン
ナ
・
モ

ザ
イ
ク
」「
ギ
リ
シ
ア
正
教
」「
聖
像

破
壊
運
動
と
聖
像
崇
敬
」「
ビ
ザ
ン

ツ
の
経
済
」「
宦
官
」
な
ど
、
政
治
・

宗
教
・
文
化
・
経
済
等
に
関
す
る
二

十
八
の
テ
ー
マ
が
時
代
順
に
な
ら
び
、

西
欧
や
イ
ス
ラ
ー
ム
と
の
関
係
の
な

か
で
、
立
体
的
に
解
説
さ
れ
る
。
七

百
年
に
わ
た
っ
て
地
中
海
貿
易
で
活

躍
し
た
ノ
ミ
ス
マ
金
貨
に
彫
ら
れ
た

図
像
の
変
化
や
、「
書
評
の
発
明
者
」

と
い
わ
れ
る
九
世
紀
の
文
人
な
ど
、

興
味
深
い
情
報
も
多
い
。
ビ
ザ
ン
ツ

の
文
化
は
当
時
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸

国
の
羨
望
の
的
で
あ
っ
た
半
面
、
ヴ

ォ
ル
テ
ー
ル
や
ギ
ボ
ン
な
ど
、
後
世

の
思
想
家
・
歴
史
家
か
ら
激
し
い
中

傷
も
受
け
て
き
た
。
そ
の
偏
見
に
つ

い
て
も
原
因
が
考
察
さ
れ
る
。

　
近
年
の
ビ
ザ
ン
ツ
史
研
究
の
動
向

を
反
映
し
、
西
洋
史
フ
ァ
ン
の
期
待

に
も
応
え
る
、
ダ
フ
・
ク
ー
パ
ー
賞

受
賞
著
者
に
よ
る
一
冊
。

ビ
ザ
ン
ツ　

驚
く
べ
き
中
世
帝
国
[
新
装
版
]

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
ヘ
リ
ン 

著　

井
上
浩
一 

監
訳　

足
立
広
明
、中
谷
功
治
、

根
津
由
喜
夫
、高
田
良
太 

訳
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● 

白
水
社
の
新
刊 

●

ブ
ッ
ク
セ
ラ
ー
ズ
・
ダ
イ
ア
リ
ー　

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
最
大
の
古
書
店
の
一
年

中
世
の
写
本
が
で
き
る
ま
で

シ
ョ
ー
ン・
バ
イ
セ
ル 

著　

矢
倉
尚
子 

訳

ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー・
デ・ハ
メ
ル 

著　

加
藤
磨
珠
枝 

監
修　

立
石
光
子 

訳

本
を
買
い
に
行
っ
た
は
ず
が
、 

書
店
を
買
っ
て
し
ま
っ
た
。

解
説
を
聞
き
な
が
ら 

鑑
賞
す
る
よ
う
な
楽
し
み

四
六
判

　
三
三
五
頁

定
価
三
三
〇
〇
円
（
本
体
三
〇
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09855-4

　
七
月
下
旬
刊

Ａ
5
判

　
四
色
刷

　
二
〇
四
頁

定
価
四
九
五
〇
円
（
本
体
四
五
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09845-5

　
著
者
は
一
九
七
〇
年
、
イ
ギ
リ
ス
、

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ウ
ィ
グ
タ
ウ
ン

生
ま
れ
。「
自
他
共
に
認
め
る
田
舎
」

で
あ
る
故
郷
を
大
学
進
学
で
離
れ
た

が
、
三
十
歳
の
と
き
、
ク
リ
ス
マ
ス

の
帰
省
中
に
、
立
ち
寄
っ
た
老
舗
古

書
店
「
ザ
・
ブ
ッ
ク
シ
ョ
ッ
プ
」
を

衝
動
買
い
し
て
し
ま
う
。
諸
手
続
き

を
へ
て
翌
年
手
に
入
っ
た
店
は
、
い

ま
や
十
万
冊
の
在
庫
を
擁
す
る
ス
コ

ッ
ト
ラ
ン
ド
最
大
の
古
書
店
だ
。
か

つ
て
国
内
最
悪
の
失
業
率
に
苦
し
ん

で
い
た
ウ
ィ
グ
タ
ウ
ン
も
、
書
店
の

町
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

町
に
も
店
に
も
世
界
中
か
ら
観
光
客

が
訪
れ
る
。

　
と
は
い
え
、
由
緒
あ
る
築
約
二
百

年
の
建
物
は
維
持
費
が
か
さ
む
。
厳

冬
期
に
は
客
足
が
途
絶
え
、
一
方
で

暖
房
費
は
ば
か
に
な
ら
な
い
。
さ
ら

に
大
手
書
店
チ
ェ
ー
ン
、
の
ち
に
は

巨
大
資
本
ア
マ
ゾ
ン
と
電
子
書
籍
化

と
い
う
手
ご
わ
い
ラ
イ
バ
ル
が
行
く

手
に
立
ち
ふ
さ
が
る
。
時
に
奇
天

烈
、
時
に
傍
若
無
人
な
日
々
の
客
た

ち
。
有
能
だ
け
ど
変
人
の
度
が
過
ぎ

る
従
業
員
（
い
ち
ば
ん
変
わ
っ
て
い

る
の
は
著
者
自
身
だ
と
い
う
の
が
客

た
ち
の
評
）。
大
人
気
イ
ベ
ン
ト
で

あ
る
秋
の
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル

で
起
こ
る
騒
動
の
数
々
。
心
ゆ
さ
ぶ

ら
れ
る
遺
品
買
取
。
個
人
書
店
の
店

主
は
、
毎
日
が
サ
バ
イ
バ
ル
・
ゲ
ー

ム
だ
！

　
写
本
制
作
は
盛
期
ル
ネ
サ
ン
ス
ま

で
千
数
百
年
に
わ
た
っ
て
、
多
様
な

環
境
の
も
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
津
々

浦
々
で
行
な
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
特

徴
と
し
て
す
べ
て
の
事
例
に
あ
て
は

ま
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
だ
。
本
書
は

そ
ん
な
中
世
の
彩
飾
写
本
（
彩
色
だ

け
で
な
く
金
か
銀
が
施
さ
れ
て
い
る

も
の
を
こ
う
呼
ぶ
）
が
作
ら
れ
る
工

程
を
、
制
作
に
携
わ
っ
た
ひ
と
び
と

の
視
点
に
寄
り
添
う
形
で
、
写
本
研

究
の
第
一
人
者
が
解
説
し
て
い
く
。

　
中
世
に
使
わ
れ
て
い
た
イ
ン
ク
や

ペ
ン
は
、
今
日
使
わ
れ
て
い
る
も
の

と
は
性
質
も
製
法
も
異
な
っ
た
。
挿

絵
の
中
の
写
字
生
は
現
代
の
ペ
ン
と

は
違
っ
た
持
ち
方
を
し
、
文
字
も
じ

っ
く
り
観
察
す
れ
ば
、
現
代
の
ア
ル

フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
は
書
き
順
が
異
な
る
。

同
様
に
、「
挿
絵
の
デ
ザ
イ
ン
は
誰

が
ど
う
や
っ
て
決
め
た
の
か
？
」「
イ

ン
ク
で
書
き
間
違
え
て
し
ま
っ
た
ら
、

ど
う
対
処
し
た
の
か
？
」「
羊
皮
紙

ヴ
ェ
ラ
ム
の
最
高
級
品
は
本
当
に
牛

の
胎
児
の
皮
製
な
の
か
？
」
と
い
っ

た
、
写
本
を
鑑
賞
す
る
う
ち
に
浮
か

ん
で
く
る
疑
問
の
数
々
が
、
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
ボ
ド
リ
ア
ン
図
書

館
所
蔵
の
写
本
を
中
心
と
す
る
多
数

の
図
版
と
と
も
に
検
討
さ
れ
る
。

　
西
洋
中
世
写
本
の
愛
好
家
に
そ
の

魅
力
を
伝
え
つ
つ
、
専
門
家
に
も
貴

重
な
写
本
の
細
部
に
つ
い
て
、
新
た

な
世
界
を
開
い
て
く
れ
る
一
冊
。
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● 

白
水
社
の
新
刊 

●

マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス
の
源
流
、 

新
宗
教
と
自
由
恋
愛
の
時
代
。

四
六
判

　
二
三
〇
頁

定
価
三
〇
八
〇
円
（
本
体
二
八
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09843-1

　
荘
子
を
も
ひ
も
と
く
、
新
宗
教
と

自
由
恋
愛
の
時
代
！

　
夏
目
漱
石
の

「
最
後
の
弟
子
」
が
愛
し
た
の
は
、

平
塚
ら
い
て
う
の
姉
だ
っ
た

│
。

自
由
を
欣
求
し
た
前
田
利
鎌
の
遺
稿

を
も
と
に
、
近
代
日
本
の
思
潮
を
さ

ぐ
る
評
伝
。

　
東
工
大
教
授
に
な
っ
て
ま
も
な
く

三
二
歳
で
夭
折
し
た
前
田
利と

鎌が
ま

は
、

東
京
帝
大
哲
学
科
卒
。
ス
ピ
ノ
ザ
や

ニ
ー
チ
ェ
な
ど
西
洋
哲
学
、
荘
子
や

禅
な
ど
の
仏
教
哲
学
を
幅
広
く
研
究

し
た
宗
教
哲
学
者
だ
っ
た
。

　︿
利
鎌
は
漱
石
の
門
に
最
年
少
で

入
り
、
学
び
、
書
き
、
淪
落
の
恋
を

識し

り
、
座
禅
に
我
を
忘
れ
、
生
に
身

を
焦
が
し
、
燃
え
盛
り
な
が
ら
死
ん

で
い
っ
た
。
／
孝
子
と
ら
い
て
う
も

同
様
だ
。
大
正
の
爛
熟
し
た
デ
カ
ダ

ン
ス
の
徒あ

だ

花ば
な

と
い
う
な
か
れ
。
三
人

は
旧
弊
な
社
会
風
紀
や
硬
直
し
た
倫

理
、
常
識
に
抗
っ
た
。
自
ら
に
由よ

っ

て
立
つ
近
代
人
の
肖
像
、
自
由
と
解

放
、
照
応
と
合
一
、
天
才
と
超
人
、

各
々
が
そ
れ
ら
を
希
求
し
た
﹀（
諏

訪
哲
史
「
推
薦
者
の
言
」
よ
り
）。

　
ら
い
て
ふ
の
姉
・
孝
子
、
漱
石
ら

知
識
人

│
日
本
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム

と
近
代
文
学
の
は
じ
ま
り
と
が
画
さ

れ
た
と
こ
ろ
で
懊
悩
し
た
人
々
を
、

貴
重
な
資
料
を
も
と
に
書
き
上
げ
た

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。

　
禅
や
大
本
教
を
め
ぐ
る
宗
教
論
で

あ
る
と
共
に
、
マ
イ
ン
ド
フ
ル
ネ
ス

に
つ
い
て
考
え
さ
せ
ら
れ
る
一
冊
。

「"

助
け
合
い
の
原
点"

が
描
か
れ

て
い
る
」　
雨
宮
処
凛
氏
推
薦
！

四
六
判

　
三
四
八
頁

定
価
二
五
三
〇
円
（
本
体
二
三
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09793-9

私
が
ホ
ー
ム
レ
ス
だ
っ
た
こ
ろ

台
湾
の
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
支
え
る
未
来
へ
の
一
歩

李
玟
萱 
著　

台
湾
芒
草
心
慈
善
協
会 

企
画　

橋
本
恭
子 

訳

　
ホ
ー
ム
レ
ス
と
い
う
と
「
路
上
生

活
者
」
や
「
仕
事
を
し
て
い
な
い
人
」

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
本
書
を
読
む
と
、
そ
の
固

定
観
念
こ
そ
が
、
ホ
ー
ム
レ
ス
の
人

た
ち
を
社
会
か
ら
排
除
す
る
こ
と
に

つ
な
が
り
、
支
援
の
弊
害
に
な
っ
て

い
る
と
思
い
知
ら
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

　
作
家
・
作
詞
家
で
、
社
会
的
マ
イ

ノ
リ
テ
ィ
に
関
心
を
寄
せ
る
著
者
が
、

台
湾
の
ホ
ー
ム
レ
ス
と
支
援
団
体
を

取
材
し
て
本
書
を
書
き
上
げ
た
。
台

北
国
際
ブ
ッ
ク
フ
ェ
ア
グ
ラ
ン
プ
リ
、

金
鼎
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
高
く
評
価

さ
れ
た
話
題
作
の
待
望
の
邦
訳
。

　
第
一
部
で
は
、
台
湾
の
ホ
ー
ム
レ

ス
十
名
の
人
生
の
物
語
が
鮮
や
か
に

描
か
れ
る
。
彼
ら
の
背
景
は
複
雑
だ
が
、

多
く
の
点
で
日
本
と
共
通
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
皆
が
仕
事
へ
の
意

欲
を
持
ち
続
け
て
お
り
、「
ホ
ー
ム
レ

ス
」
の
固
定
観
念
を
打
ち
破
ら
れ
る
。

　
第
二
部
で
は
、
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー

カ
ー
な
ど
支
援
者
五
名
の
人
生
に
光

を
当
て
る
。
な
ぜ
彼
ら
は
ホ
ー
ム
レ

ス
支
援
に
情
熱
を
注
ぐ
の
か

︱
。

そ
し
て
食
事
の
提
供
か
ら
自
立
支
援

プ
ロ
グ
ラ
ム
、
新
た
な
ビ
ジ
ネ
ス
の

創
出
に
至
る
ま
で
、
多
様
な
支
援
活

動
が
紹
介
さ
れ
る
。
女
性
ホ
ー
ム
レ

ス
支
援
に
つ
い
て
も
詳
述
す
る
。

　
コ
ロ
ナ
禍
で
深
刻
さ
を
増
す
貧
困

と
ホ
ー
ム
レ
ス
問
題
。
台
湾
の
事
例

を
も
と
に
、
一
人
一
人
の
意
識
改
革

の
一
歩
と
な
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

禅
と
浪
漫
の
哲
学
者・前
田
利
鎌　
大
正
時
代
に
み
る
愛
と
宗
教

安
住
恭
子 

著　
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● 

白
水
社
の
新
刊 

●

古
井
戸
秀
夫 

校
訂
・
編
集

鶴
屋
南
北
未
刊
作
品
集　

第
一
巻　

勝
俵
蔵
篇

驚
く
べ
き
綯
い
交
ぜ
の
世
界

Ａ
5
判

　
五
一
八
頁

　
貼
函
入

　

定
価
二
八
六
〇
〇
円
（
本
体
二
六
〇
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09840-0

　
江
戸
時
代
を
代
表
す
る
狂
言
作
者

鶴
屋
南
北
の
作
品
群
は
、
明
治
以
降
、

再
発
見
・
再
評
価
を
繰
り
返
し
な
が

ら
上
演
さ
れ
、
歌
舞
伎
の
み
な
ら
ず

現
代
劇
に
も
及
ぶ
「
南
北
ブ
ー
ム
」

を
巻
き
起
こ
し
て
き
た
。

　
大
正
期
、
昭
和
期
と
二
度
に
わ
た

る
全
集
刊
行
で
、
実
質
的
な
デ
ビ
ュ

ー
作
と
な
っ
た
『
天
竺
徳
兵
衛
韓

い
こ
く

噺ば
な
し』

を
は
じ
め
多
く
の
作
品
が
紹
介

さ
れ
、
南
北
の
実
像
が
鮮
明
に
な
っ

た
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
詳
細
は
解

明
し
き
れ
て
い
な
い
と
い
っ
て
い
い
。

　
大
著
『
評
伝

　
鶴
屋
南
北
』
で
知

ら
れ
る
南
北
研
究
の
第
一
人
者
古
井

戸
秀
夫
氏
は
、
半
生
を
か
け
て
さ
ま

ざ
ま
な
原
本
を
精
査
・
点
検
し
、
全

集
未
収
録
の
諸
作
品
の
活
字
化
を
試

み
た
。
本
作
品
集
全
三
巻
は
、
そ
の

偉
業
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、
新
た

な
南
北
像
を
蘇
ら
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
巻
は
、
五
十
七
歳
で
鶴
屋
南

北
を
襲
名
す
る
以
前
、
勝
俵
蔵
を
名

乗
り
、
立
作
者
と
し
て
名
実
と
も
に

江
戸
劇
壇
の
頂
点
に
立
っ
て
活
躍
す

る
時
代
の
作
品
を
収
録
し
て
い
る
。

　
中
で
も
巻
頭
の
『
江
の
島
奉ほ

う

納の
う

見け
ん

台だ
い

』
は
、
河
原
崎
座
の
座
頭
と
な
っ

た
坂
東
彦
三
郎
の
た
め
に
書
き
下
ろ

さ
れ
た
、
勝
俵
蔵
の
単
独
作
と
推
定

さ
れ
る
最
初
の
台
本
で
あ
る
。

　
他
に
も
、
幸
四
郎
の
当
た
り
役
、
引

窓
与
兵
衛
の
初
演
作
『
春

は
る
あ
き
な
い
こ
い
の
や
ま

商
恋
山

崎ざ
き

』
な
ど
、
各
作
品
は
、
驚
く
べ
き
綯

い
交
ぜ
の
世
界
に
満
ち
溢
れ
て
い
る
。

ド
イ
ツ
の
実
力
派
に
よ
る 

︿
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
﹀賞
受
賞
作

四
六
判

　
三
五
三
頁

定
価
三
六
三
〇
円
（
本
体
三
三
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09068-8

︻
エ
ク
ス・
リ
ブ
リ
ス
】

行
く
、
行
っ
た
、
行
っ
て
し
ま
っ
た

ジ
ェ
ニ
ー・エ
ル
ペ
ン
ベ
ッ
ク 

著　

浅
井
晶
子 

訳

　
大
学
を
定
年
退
官
し
た
古
典
文
献

学
の
教
授
リ
ヒ
ャ
ル
ト
は
、
ア
レ
ク

サ
ン
ダ
ー
広
場
で
ア
フ
リ
カ
難
民
が

ハ
ン
ガ
ー
ス
ト
ラ
イ
キ
中
と
の
ニ
ュ

ー
ス
を
知
る
。
彼
ら
が
英
語
で
書

い
た
プ
ラ
カ
ー
ド
（「
我
々
は
目
に

見
え
る
存
在
に
な
る
」）
に
つ
い
て
、

リ
ヒ
ャ
ル
ト
は
思
い
を
巡
ら
す
。

　
そ
の
後
、
オ
ラ
ニ
エ
ン
広
場
で
は

別
の
難
民
た
ち
が
す
で
に
一
年
前
か

ら
テ
ン
ト
を
張
っ
て
生
活
し
て
い
る

こ
と
を
知
る
。
難
民
た
ち
は
ベ
ル
リ

ン
州
政
府
と
合
意
を
結
ん
で
広
場
か

ら
立
ち
退
く
が
、
彼
ら
の
一
部
は
、

長
ら
く
空
き
家
だ
っ
た
郊
外
の
元
高

齢
者
施
設
に
移
っ
て
く
る
。

　
難
民
た
ち
に
関
心
を
持
っ
た
リ
ヒ

ャ
ル
ト
は
、
施
設
を
飛
び
込
み
で
訪

ね
、
彼
ら
の
話
を
聞
く
。
リ
ビ
ア
で

の
内
戦
勃
発
後
、
軍
に
捕
え
ら
れ
、

強
制
的
に
ボ
ー
ト
で
地
中
海
へ
と
追

い
や
ら
れ
た
男
。
命
か
ら
が
ら
辿
り

着
い
た
イ
タ
リ
ア
で
わ
け
も
わ
か
ら

ず
難
民
登
録
さ
れ
た
が
、
仕
事
も
金

も
な
く
ド
イ
ツ
へ
と
流
れ
て
き
た
男
。

　
リ
ヒ
ャ
ル
ト
は
足
繁
く
施
設
を
訪

ね
、
彼
ら
と
徐
々
に
親
し
く
な
っ
て

い
く
。
ド
イ
ツ
語
の
授
業
の
教
師
役

も
引
き
受
け
、
難
民
た
ち
と
の
交
流

は
、
次
第
に
日
常
生
活
の
一
部
と
な

っ
て
い
く
が
⋮
⋮
東
ド
イ
ツ
の
記
憶

と
現
代
の
難
民
問
題
を
重
ね
合
わ
せ
、

そ
れ
ぞ
れ
の
生
を
繊
細
に
描
き
出
す
。

ド
イ
ツ
の
実
力
派
に
よ
る
︿
ト
ー
マ

ス
・
マ
ン
賞
﹀
受
賞
作
。



21

● 

白
水
社
の
新
刊 

●

「
コ
ロ
ナ
の
時
代
」
の
寡
黙
劇

四
六
判

　
一
五
〇
頁

定
価
二
六
四
〇
円
（
本
体
二
四
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-09858-5

　
い
つ
の
日
か
、
そ
の
街
の
コ
イ
ン

ラ
ン
ド
リ
ー
は
、
最
終
営
業
日
を
迎

え
た

│
。
ネ
オ
ン
の
光
も
香
ば
し

く
滲
ま
せ
る
飲
食
店
街
の
、
語
ら
れ

ぬ
思
い
が
渦
巻
く
、
滑
稽
で
哀
切
な

人
間
ド
ラ
マ
。
こ
れ
ぞ
ま
さ
し
く
、

「
コ
ロ
ナ
の
時
代
」
の
寡
黙
劇
。

　︿
小
説
な
の
か
戯
曲
な
の
か
「
区

分
け
」
の
曖
昧
な
文
章
を
、
あ
え
て

書
き
ま
し
た
。（
⋮
）「
虹
む
街
」
と

は
、
執
着
や
こ
だ
わ
り
か
ら
解
放
さ

れ
た
シ
ー
ム
レ
ス
な
場
所
を
意
味
し
、

そ
れ
は
演
劇
、
劇
場
そ
の
も
の
で
も

あ
る
と
言
え
ま
す
。（
⋮
）
私
た
ち

は
、
い
ま
、「
内
面
に
向
き
合
う
こ

と
」
を
強
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
生
き

て
も
い
て
死
ん
で
も
い
る
か
の
よ
う

な
、「
優
し
い
亡
霊
」
と
し
て
﹀（
本

書
「
あ
と
が
き
」
よ
り
）。

　
本
作
は
、
い
わ
ゆ
る
戯
曲
の
形
式

（
役
名
と
台
詞
と
ト
書
き
の
列
挙
）

で
は
な
く
て
、
小
説
や
エ
ッ
セ
イ
の

よ
う
に
散
文
的
な
テ
ク
ス
ト
と
し
て

記
さ
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は
、
ま
る
で

「
観
客
目
線
小
説
」
と
い
っ
た
赴
き

だ
。
そ
の
書
き
ぶ
り
に
お
け
る
実
験

性
や
、
舞
台
設
定
（
ア
ジ
ア
の
多
様

性
あ
ふ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
）
な
ど

も
あ
い
ま
っ
て
、
タ
ニ
ノ
ク
ロ
ウ
の

「
ネ
オ
・
ア
ン
グ
ラ
」
な
る
資
質
を

大
き
く
は
ば
た
か
せ
て
い
る
。

　「
新
し
い
戯
曲
」
と
し
て
、
未
来

に
ア
ー
カ
イ
ブ
さ
れ
る
文
学
作
品
。

カ
バ
ー
イ
ラ
ス
ト
は
森
泉
岳
土
、
カ

バ
ー
デ
ザ
イ
ン
は
吉
岡
秀
典
。

虹
む
街

タ
ニ
ノ
ク
ロ
ウ 

著

書 物 復 権 第25回《書物復権》11出版社共同復刊で、白水社は下記 4点を復刊
いたしました。 https://store.kinokuniya.co.jp/event/fukken2021/

ラ
ヴ
ェル

ヴ
ラ
デ
ィ
ミ
ー
ル・ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィッ
チ
著　
福
田
達
夫
訳

四
六
判

　
二
九
〇
頁

　
定
価
五
二
八
〇
円
（
本
体
四
八
〇
〇
円
）

絢
爛
た
る
技
巧
の
奥
に
ひ
そ
む
作
曲
家
の
内
面
を
透
視

し
、
ラ
ヴ
ェ
ル
の
創
作
美
学
の
本
質
に
迫
る
。
同
時
代

を
生
き
た
碩
学
の
比
類
な
き
作
曲
家
論
。 

ISB
N

978-4-560-09846-2 

ラ
ン
シ
エ
ー
ル　
新〈
音
楽
の
哲
学
〉

市
田
良
彦
著

四
六
判

　
二
六
九
頁

　
定
価
三
五
二
〇
円
（
本
体
三
二
〇
〇
円
）

美
学
と
政
治
学
を
架
橋
さ
せ
な
が
ら
様
々
な
事
象
を
考

察
す
る
哲
学
者
の
思
想
を
︿
音
楽
=
言
語
~
反
・
歴
史
、

反
・
文
化
﹀
と
い
う
切
り
口
か
ら
語
る
挑
発
的
論
考
。

ISB
N

978-4-560-09847-9 

ワ
ッ
ト

サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ベ
ケ
ッ
ト
著　
高
橋
康
也
訳

四
六
判

　
三
二
七
頁

　
定
価
四
六
二
〇
円
（
本
体
四
二
〇
〇
円
）

語
り
え
な
い
も
の
を
語
ろ
う
と
す
る
主
人
公
ワ
ッ
ト
の

精
神
の
破
綻
を
、
複
雑
な
語
り
の
構
造
を
用
い
て
示
し

た
現
代
文
学
の
奇
作
。

ISB
N

978-4-560-09848-6 

罠
／
ボ
ー
イ
ン
グ
＝
ボ
ー
イ
ン
グ

日
仏
演
劇
協
会
編　

フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ・サ
ガ
ン
ほ
か
著

四
六
判

　
三
五
〇
頁

　
定
価
四
四
〇
〇
円
（
本
体
四
〇
〇
〇
円
）

サ
ガ
ン
「
ス
エ
ー
デ
ン
の
城
」、
カ
モ
レ
ッ
テ
ィ
「
ボ
ー

イ
ン
グ
=
ボ
ー
イ
ン
グ
」、
ト
マ
「
罠
」、
ル
ッ
サ
ン
「
終

わ
り
な
き
愛
」
の
戯
曲
四
作
品
を
収
録
。

ISB
N

978-4-560-09849-3 
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　「
ス
ピ
ノ
ザ
の
生
涯
と
著
作
は
、
こ
れ
ま
で
、
多
く
の
伝
説
に
よ
っ

て
物
語
ら
れ
、
多
く
の
偏
っ
た
解
釈
に
捻
じ
曲
げ
ら
れ
、
多
く
の
誤
解

に
晒
さ
れ
て
き
た
」（
第
一
章
よ
り
）。

　
十
七
世
紀
の
哲
学
者
ス
ピ
ノ
ザ
が
、
い
か
に
生
き
、
何
を
書
き
、
論

じ
、
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
の
か
。
本
書
は
、
当
時
の
時

代
状
況
や
オ
ラ
ン
ダ
の
特
異
性
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
蔵
書
目
録
お

よ
び
テ
ク
ス
ト
に
み
ら
れ
る
引
用
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
の
語
学
力
や
教
養
の

限
界
ま
で
も
探
る
。

　
改
訂
新
版
で
は
、
著
者
に
よ
る
日
本
語
版
の
た
め
の
あ
と
が
き
「
暴

露
す
る
も
の
と
し
て
の
日
本
」
を
掲
載
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
『
神
学
・
政
治

論
』
の
な
か
で
日
本
に
つ
い
て
言
及
し
た
テ
ク
ス
ト
を
考
察
す
る
。
ス

ピ
ノ
ザ
が
生
き
た
時
代
の
日
本
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な

役
割
を
果
た
し
た
の
か
。

　︿
伝
説
抜
き
の
ス
ピ
ノ
ザ
像
を
描
く
﹀
評
伝
の
決
定
版
。

滋
味
豊
か
な
世
界
に
ふ
れ
る
100
の
キ
ー
ワ
ー
ド

ス
ピ
ノ
ザ
評
伝
の
決
定
版
！

ト
ー
マ
ス
・
レ
ー
マ
ー 

著

ピ
エ
ー
ル
＝

フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
モ
ロ
ー 

著

100
語
で
わ
か
る
旧
約
聖
書

ス
ピ
ノ
ザ
入
門
[
改
訂
新
版
]

Q1045

Q1044

久
保
田
剛
史
訳

　
新
書
判

　
一
六
四
頁

　
定
価
一
三
二
〇
円
（
本
体
一
二
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-51045-2

松
田
克
進
、
樋
口
善
郎
訳

　
新
書
判

　
一
九
六
頁

　
定
価
一
三
二
〇
円
（
本
体

一
二
〇
〇
円
） 　ISB

N
978-4-560-51044-5

文庫クセジュ

　「
旧
約
聖
書
の
う
ち
で
一
度
に
書
か
れ
た
書
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
い

ず
れ
の
書
も
、長
い
歴
史
に
わ
た
る
伝
承
と
修
正
の
産
物
で
あ
る
」（
本

書
「
編
纂
者
」
よ
り
）。
パ
ピ
ル
ス
や
羊
皮
紙
、
犢
皮
紙
に
書
か
れ
た

聖
書
は
、
そ
の
耐
用
年
数
ゆ
え
に
新
た
な
巻
物
に
書
き
写
さ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
複
写
の
た
び
に
、
何
か
が
追
加
さ
れ
た
り
削
除
さ
れ
た
り
、

修
正
が
加
え
ら
れ
る
機
会
と
な
る
。「
こ
う
し
た
修
正
は
、
書
記
と
よ

ば
れ
る
編
纂
者
た
ち
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
書
記
た
ち
は
特
定
の
巻
物
に

携
わ
り
、
新
た
な
政
治
・
神
学
的
状
況
を
考
慮
し
つ
つ
、
テ
ク
ス
ト
を

加
筆
し
て
伝
承
し
て
い
た
」（
同
前
）。

　
本
書
は
、
こ
う
し
た
聖
書
の
成
り
立
ち
や
、
ア
ブ
ラ
ハ
ム
、
モ
ー
セ

な
ど
の
重
要
人
物
、
天
地
創
造
や
バ
ベ
ル
の
塔
、
ソ
ド
ム
と
ゴ
モ
ラ
と

い
っ
た
逸
話
、
エ
ジ
プ
ト
や
エ
ル
サ
レ
ム
、
シ
ナ
イ
な
ど
の
地
域
の
ほ

か
、
モ
チ
ー
フ
、
社
会
的
風
習
や
宗
教
的
儀
礼
な
ど
、
多
面
的
な
角
度

か
ら
聖
書
全
体
を
概
観
す
る
。
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話 題 の 既 刊 書

跳
梁
す
る
悪
魔

―
ロ
シ
ア
・
デ
カ
ダ
ン
派
の
傑
作

フ
ョ
ー
ド
ル
・
ソ
ロ
グ
ー
プ 

著

小
悪
魔

U 235青
山
太
郎
訳

　
新
書
判

　
四
九
四
頁

　
定
価
二
六
四
〇
円
（
本
体
二
四
〇
〇
円
）

ISB
N

978-4-560-07235-6

　
地
方
小
都
市
の
教
師
ペ
レ
ド
ー
ノ
フ
は
、
町
の
独
身
女
性
か
ら
花
婿

候
補
と
も
て
は
や
さ
れ
て
い
た
が
、
実
は
出
世
主
義
の
俗
物
で
、
怠
惰

に
し
て
傲
岸
不
遜
、
生
徒
の
親
を
唆
し
て
子
供
を
笞
打
た
せ
る
の
を
楽

し
み
に
し
て
い
る
最
低
の
男
。
視
学
官
の
ポ
ス
ト
を
求
め
て
画
策
す
る

が
、
町
の
人
々
が
自
分
を
妬
み
、
陰
謀
を
企
ん
で
い
る
と
い
う
疑
心
暗

鬼
に
陥
り
、
や
が
て
奇
怪
な
妄
想
に
取
り
憑
か
れ
て
い
く
。
一
方
、
ギ

ム
ナ
ジ
ウ
ム
の
生
徒
で
少
女
と
見
紛
う
美
少
年
サ
ー
シ
ャ
に
惚
れ
こ
ん

だ
リ
ュ
ド
ミ
ラ
は
、
無
邪
気
な
恋
愛
遊
戯
に
耽
っ
て
い
た
が
⋮
⋮
。
作

者
が
「
こ
の
小
説
は
巧
み
に
作
ら
れ
た
鏡
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ

う
に
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
地
位
に
執
着
し
噂
に
踊
ら
さ
れ
る
人
々
の
姿

は
、
我
々
自
身
の
似
姿
で
も
あ
る
。
主
人
公
ペ
レ
ド
ー
ノ
フ
の
名
は
、

ロ
シ
ア
文
学
に
お
い
て
悪
徳
の
代
名
詞
に
も
な
っ
た
。
二
十
世
紀
初
頭

の
ロ
シ
ア
・
デ
カ
ダ
ン
派
、
象
徴
主
義
を
代
表
す
る
作
家
ソ
ロ
グ
ー
プ

が
、
毒
の
あ
る
ユ
ー
モ
ア
を
ま
じ
え
て
描
く
頽
廃
と
倒
錯
の
世
界
。

白水 U ブックス

グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョン・パ
ラ
ド
ク
ス

ダ
ニ
・
ロ
ド
リ
ッ
ク
著　
柴
山
桂
太
、
大
川
良
文
訳

民
主
主
義
を
犠
牲
に
す
る
か
、
国
家
主
権
を

捨
て
去
る
か
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に

制
約
を
加
え
る
か
？

　「
世
界
経
済
の
ト
リ
レ

ン
マ
」
を
解
き
明
か
し
た
一
冊
。

ISB
N

978-4-560-08276-8

ISB
N

978-4-560-09066-4

 

グ
ロ
ー
バ
ル
経
済
の
見
方
を
一
新
し
た
名
著
！ 

 

7
刷
出
来
の
超
ロ
ン
グ
セ
ラ
ー 

【
エ
ク
ス
・
リ
ブ
リ
ス
】

も
う
死
ん
で
い
る
十
二
人
の
女
た
ち
と

パ
ク
・
ソ
ル
メ
著　
斎
藤
真
理
子
訳

光
州
事
件
、
福
島
第
一
原
発
事
故
、
女
性
暴

行
事
件
な
ど
の
社
会
問
題
に
、
韓
国
で
最
も

注
目
さ
れ
る
新
鋭
作
家
が
独
創
的
な
想
像
力

で
対
峙
し
た
短
篇
小
説
集
。

 

朝
日
・
読
売
ほ
か
各
紙
書
評
多
数
、

 

全
国
各
紙
に
著
者
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
掲
載
。
早
く
も
３
刷
！ 

四六判　354 頁　定価 2640 円（本体 2400 円） 四六判　222 頁　定価 2200 円（本体 2000 円）
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　『
模
範
仏
和
大
辞
典
』
の
刊
行
か
ら
ち
ょ
う
ど
六
十
年
後
の

一
九
八
一
年
に
『
仏
和
大
辞
典
』
が
出
版
さ
れ
た
。
菊
判
、上
製
、

二
六
九
四
ペ
ー
ジ
。
伊
吹
武
彦
を
は
じ
め
と
す
る
五
人
の
編
者
の

も
と
、
二
十
余
年
に
わ
た
る
編
纂
が
と
う
と
う
実
を
結
ん
だ
の
で

あ
る
。

　
伊
吹
武
彦
の
教
え
子
山
田
稔
の「
伊
吹
さ
ん
」と
い
う
エ
ッ
セ
ー

に
そ
の
仕
事
ぶ
り
の
一
端
が
語
ら
れ
て
い
る
。

　「
伊
吹
さ
ん
は
（
⋮
⋮
）
こ
の
二
十
年
間
は
他
の
四
人
の
先
生

方
と
協
同
で
仏
和
大
辞
典
の
編
纂
に
か
か
り
き
り
だ
っ
た
。

　

　
朝
四
時
に
起
床
、
昼
ま
で
の
八
時
間
を
こ
の
仕
事
に
あ
て
、
そ

の
後
一
杯
や
る
。

　『
伊
吹
は
昼
か
ら
酒
を
飲
ん
で
い
る
な
ん
て
言
わ
れ
ま
し
た
が
、

四
時
か
ら
仕
事
を
す
る
私
が
昼
に
酒
を
飲
む
の
は
、
九
時
に
仕
事

を
始
め
る
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
が
帰
宅
途
中
に
一
杯
や
る
の
と
同
じ
こ

と
で
す
よ
ね
』」

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
『
仏
和
大
辞
典
』
の
三
ペ
ー
ジ
に
お
よ
ぶ
序

文
（
伊
吹
武
彦
）
は
、
将
来
「
辞
典
の
序
文
」
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
が

編
ま
れ
る
と
し
た
ら
、
ぜ
ひ
収
録
し
て
い
た
だ
き
た
い
味
わ
い
の

も
の
で
あ
る
。

仏
和
大
辞
典
（
一
九
八
一
年
）



25

●

白
水
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語学書

DELF B1・B2 対応　フランス語単語トレーニング

ふらんす夏休み学習号　仏検 5 級模擬試験 2021付

ISBN978-4-560-08904-0

ISBN978-4-560-06221-0

40 篇のテクストと練習問題で語彙力をつける

仏検 5級模擬試験を無料で採点します

《音声ダウンロード》

《CD付／音声ダウンロード》

　DELF の B1、B2レベルに沿った 40 篇のテクストを読み、語彙力を強化
していきます。ひとつの単語から、類義語、対義語、派生語へと語彙を
増やしましょう。練習問題は DELF の試験と同様、フランス語で出題さ
れています。習得した単語の確認だけでなく、同じ内容を別の表現で言
い換える力も養えます。語彙が増えると、「読む」「聞く」「話す」「書く」の
幅が大きく広がります。DELF の B1、B2 を受験する方はもちろん、仏
検2級、準1級を目指す方、とにかく語彙力をつけたい方におすすめです。

モーリス・ジャケ、舟杉真一、服部悦子 著

ふらんす編集部 編

四六判　202頁　定価 2860円（本体 2600円）

B5変型　48頁　定価 1375円（本体 1250円）

フランス語のABC ［新版］

ISBN978-4-560-08906-4

20 万人の「本気」に応えてきた名著
《音声アプリ》数江譲治 著

四六判　274頁　定価 2420円（本体 2200円）

　本書は刊行以来 20 万部を誇るロングセラー。枝葉にあたる部分は極
力削ぎ落とし、最重要事項を適切な例文とともに簡潔に解説、またひと
りでも着実に学べるよう配慮されている―①音声アプリとカナ表記で
発音をしっかりサポート、②文法知識が身についたかを確認できる各課
練習問題、③使用頻度の高い基本単語 950 語を厳選して使用（巻末に
は単語集）、④目次からも索引からも探せる、一生モノのリファレンス
―学ぶ人の身になって書かれた、初級文法書の決定版！

　春からフランス語を始めた方、フランス語の初歩を復習したい方、秋
に仏検を受験したい方にぴったりの学習帳です。テキスト、文法解説、
練習問題がコンパクトにまとまった全 8 課。「単語を使って話してみよ
う」は基礎的な語彙で日常会話を学べます。CD の音声はダウンロード
でもご利用できます。聞き取り問題付きの仏検 5 級模擬試験は、夏休み
の復習に最適。答案は当社で責任をもって採点し、返送します。実力診
断にお役立てください。
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1日15分で基礎から中級までわかる　みんなのドイツ語

ハワイ語で話そう

沖縄語をさかのぼる

ISBN978-4-560-08905-7

ISBN978-4-560-08903-3

ISBN978-4-560-08894-4

圧倒的にわかりやすいドイツ語の手引き

ハワイ語のはじめの一歩を踏み出そう

「しまくとぅば」を愛する人に

 《音声ダウンロード》

 《音声ダウンロード》

 

荻原耕平、畠山 寛 著

古川敏明、土肥麻衣子 著

島袋盛世 著

A5判　2色刷　231頁　定価 2420円（本体 2200円）　7月下旬刊

A5判　155頁　定価 2200円（本体 2000円）

四六判　197頁　定価 2,640円（本体 2,400円）

語学書

本書の 5 大特長
　◇だれでも、いつでも、どのページからでもはじめられる
　◇圧倒的にわかりやすい説明 ◇内容が直感的に伝わるレイアウト
　◇各課は15分で学習できる分量 ◇必要な項目をひと目で確認できる
　学習者の目線に立って、文法項目をストレスなく学べるように工夫を
こらした参考書。手の届くところに置いて、くりかえしページをめくっ
てください。全活用表、全例文の音声は無料でダウンロードできます。

　アロハ！ 英語だけでは知りえない、ハワイの伝統文化、そしていま
のハワイを味わうのに欠かせないことばを学びませんか。
　発音はシンプル。独特の名詞の分類にはハワイ語の世界観が感じられ
ます。巻末に便利な単語リスト付。音声はダウンロードでご利用できます。
　全 22 ユニット。基本フレーズを易しい解説で学び、置き換え練習に
取り組みます。応用編ではＳＮＳへの投稿や記事の読解に挑戦します。
聞く、話す、読む、書くための初歩が身につきます。

　「おきなわ」が「うちなー」に、「ひとり」が「ちゅい」など、日本語
と似ているようで似ていない沖縄のことば。それは日本語と同じ祖先を
もちながら、独自の変化を遂げたためです。しかも、那覇と首里ほどの
距離でも異なるほど、豊かなバリエーションがあります。沖縄本島で話
される沖縄語をはじめ、奄美から与那国までの一帯に広がる琉球諸語を
見渡し、その歴史をさかのぼります。日本語の親戚ともいえる、このこ
とばの成り立ちと変遷が見えてきます。
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中国語成語ハンドブック［新装版］　成語1200+近義・反義語2000

ニューエクスプレスプラス　アイヌ語

ISBN978-4-560-08911-8

ISBN978-4-560-08868-5

学習者のための「成語ガイド」決定版

アイヌ語とアイヌ文化に関心を持つ全ての人へ

 

 《CD付／音声アプリ》

沈 国威、紅粉芳惠、関西大学中国語教材研究会 編

中川 裕 著

四六判　455頁　定価 4620円（本体 4200円）

A5判　156頁　定価 3300円（本体 3000円）

語学書

ステップアップのための韓国語基本文型トレーニング

ISBN978-4-560-08899-9

70の基本文型と1050題の練習
チョ・ヒチョル、チョン・ソヒ 著

A5判　2色刷　176頁　定価 2420円（本体 2200円）

　初級の学習は終え単語も覚えたけれども、自分の言いたいことが韓国
語でうまく表現できない、そんなことはないですか。本書では 70 の基
本文型をコンパクトな文法解説、段階的な練習を通して着実に身につけ
ていきます。初級をおさらいし、その上へステップアップするのに最適。
練習は、簡単な言い換えから作文まで難易度が上がっていきます。初出
の語句を中心に意味の注もついているので、基本文型に集中できます。
これをクリアして、さらなる世界へチャレンジ！

　会話でも文章でも頻繁に登場する成語は、種類も多く、学習者にはな
かなか身につけにくいものです。本書では、使用頻度にもとづき厳選し
た約 1200 の成語に対し、語釈だけでなく、用例と近義・反義の成語を
掲載。それぞれの成語が文中でどう使われ、プラス・マイナスいずれの
ニュアンスをもつのか、理解しやすいよう工夫しました。
　見出し語は調べやすいピンイン順。巻末には全見出し語＋近義・反義
語（あわせて約 3200 語）の索引付きです。

　アイヌ語は、北海道を中心に、サハリン、千島、古くは東北地方北部
でも話されていた日本の先住民族アイヌの言葉です。言語系統は異なり
ながらも、日本語とは長年隣接していたため語彙レベルでは相互に影響
があります。母語話者は減少しましたが、近年は復興運動もさかんにな
っています。2020 年にオープンした国立アイヌ民族博物館を含む民族
共生象徴空間ウポポイでは、展示などにアイヌ語が使用されています。
これからアイヌ語を見聞きする機会がきっと増えることと思います。
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ニューエクスプレスプラス　カタルーニャ語

ニューエクスプレスプラス　ハンガリー語

ISBN978-4-560-08902-6

ISBN978-4-560-08909-5

バルセロナの心に触れたいあなたへ

誇り高きマジャル文化に言葉から入ろう！

 《CD付／音声アプリ》

 《CD付／音声アプリ》

田澤 耕 著

早稲田みか、バルタ・ラースロー 著

A5判　154頁　定価 3850円（本体 3500円）

A5判　155頁　定価 3520円（本体 3200円）

語学書

　スペインの北東に位置するカタルーニャ自治州。画家のダリやミロ、
音楽家のグラナドスやカザルスを輩出し、州都バルセロナはガウディの
建築やバルサのサッカーなどの魅力にあふれています。そんなカタルー
ニャの公用語のひとつがカタルーニャ語。話者人口は 600 万人ほどで、
スペイン語やフランス語とも似ているロマンス諸語のひとつです。バル
セロナ大学に留学する主人公といっしょに、会話と文法の両面からカタ
ルーニャ語を学んでみませんか。音声は CD でもアプリでも聴けます。

　ハンガリー語はハンガリーとその周辺で使われている言語です。ハン
ガリー語話者の祖先は、民族移動によってウラル山脈から現在の地にた
どりつきました。「生まれは東なれど育ちは西」という歴史が、ハンガリ
ーを他のヨーロッパ諸国とは一味ちがう魅力あふれる国にしています。
音楽、高級磁器、料理、刺繡など誇り高きマジャル文化で知られ、首都
ブダペストは「ドナウの真珠」と形容される美しい都市です。文法と会
話を同時に学べるこの本で、ハンガリー語の世界にふれてみませんか。

N E W S & T O P I C S

　単行本・シリーズを掲載した「ブックカタログ」、
白水Uブックスと文庫クセジュの「新書カタログ」、
そして「辞典・語学参考書カタログ」と、2021 年版
の全カタログが出そろいました。ご希望の方に無
料でお送りしますので、下記までご請求ください。

■白水社ウェブサイト・カタログ請求ページ
　www.hakusuisha.co.jp/catalog/
■ E メール  catalog@hakusuisha.co.jp
■電話 03-3291-7811　■ F A X 03-3291-8448

★ 2021 年版のカタログ（図書目録）
　３種ができました

　通常ひろく使用されている単行本の標準規格であ
る「四六判」をタイトルにしたフェアが今年で 22 年
目を迎えます。11 社がとても大切にしている「文庫
では読めない」本たちを、エッセイ・文学から歴史、
哲学思想、心理、社会、自然科学書まで、〈知〉の全
領域に渡って展開します。
　7 月から順次全国 120 店舗ほど
で開催予定です。くわしい情報は、
Twiter アカウント＠shirokuban を
ご覧ください。

★ 11社共同企画
「四六判宣言―文庫では読めない本たち」
第 22弾「ページを翼に本の旅」
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　映画『ドクトル・ジバゴ』ラストに印象的な大峡谷が登場します。名曲「ララのテーマ」
をバックに、圧倒的な迫力で映し出される「ヨーロッパのグランドキャニオン」とも言うべ
きこの大峡谷が、ミランダ語が生き残ったふるさとです。この谷は、D. O. （特級ワインの
原産地呼称制度）に指定されている上流のリベラ・デル・ドゥエロからポートワインまで、
流域のどこでも上質のワインが産する「酒神バッカスの河」ドウロ川／ドゥエロ川が刻んだ
もので、人間たちは、西―右岸をポルトガル、東―左岸をスペインに国境を分けています。
ちなみにこの国境は、1297 年の条約で画定されてからそのままの、世界で最も古い現存国
境です。さらに時をさかのぼり、ヴィリアト率いるケルト系最強集団をねじ伏せるため、イ
ベリア半島にやってきたローマ帝国兵たちのことばが、長年かけてこの地独特のものになり
ました。例えば、ラテン語で columba の「鳩」は、スペイン語で paloma、ポルトガル語で
pomba ですが、ミランダ語では palomba です。この大峡谷の左岸崖上、スペイン側はサヤ
ゴ地方と呼ばれます。そのことばサヤゲースは、セルバンテスの『ドン・キホーテ』（後篇、
1615 年）において、いやしいことばの代表でした。主人公ドン・キホーテがにわかに正気
に戻り、思い姫が「本来の姿」に見えてしまった時、悪い魔法によって姫がことばに至るま
で「サヤゴの田舎娘」にされたのだと言い張ります。
　近代化の波はスペイン側に先にやってきました。スペイン語による教育が本格化すると、
大峡谷を挟んだミランダ語の姉妹語、サヤゲースはすたれました。一方のミランダ語は、ポ
ルトガルの独裁政治期（1933～74 年）に教育政策が二の次になったという歴史の偶然も
あって、細々と生き延びたのです。独裁制直後のミランダ語の様子は、ミランダ語のふるさ
とが舞台で、映画好きの間で注目される映画『トラズ・ウズ・モンテス』（1976 年制作、ス

ペイン語読み「トラス・オス・モンテス」）に
活写されています。この映画で、国外への移
民について多く語られるように、話者は世界
中に―例えば近畿地方にも―旅立ち、ミ
ランダ語はコスモポリタンなことばになって、
SNS でそのつながりを深めています。
　この春拙著『ミランダ語が生まれたとき』
を上梓しました。詳しくは、ぜひこちらで。

映画『日本からミランダの大地へ』（2009 年）のスチール
写真から。左は筆者、右はミランダ語保全活動家、Carlos 
Ferreira 氏、そして羊（ミランダ語：canhona）の群れ。

ミランダ語

●主な使用地域
20世紀中盤での分布は、ドウロ川右岸のポルトガル共和国ト
ラズ・ウズ・モンテス地方ブラガンサ県ミランダ・ド・ドウロ
市の 20数集落と、ビミオーゾ村の 3集落（両自治体ともポル
トガル語が母語とされる集落もある）。現在は移民によって全
世界に散らばっています。
●使用文字
ラテン・アルファベット（ポルトガル語やスペイン語と同様）
●あいさつしてみよう
「こんにちは」Buonos dies. ブオヌシュ・ディエシュ（暁～昼食時）
「お元気ですか」Cumo stais? クム・シュタイシュ（敬意があるとき）
「さようなら」Anté lhougo. アンテ・リョウゴ（近々また会う見
込みがあるとき）

「ありがとうございます」Oubrigada. オウブリガーダ（話者が女
性のとき）、Oubrigado. オウブリガードゥ（話者が男性のとき）

細々と生き延びコスモポリタンなことばに

第47回

寺尾智史
（宮崎大学多言語多文化教育研究センター准教授）
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夏
河
を
越
す
う
れ
し
さ
よ
手
に
草ざ

う

履り

　
蕪
村
の
句
を
こ
う
し
て
書
き
写
し
て
い
る
だ

け
で
、
夏
の
光
が
部
屋
に
漲

み
な
ぎ

る
よ
う
だ

︱
親

に
連
れ
ら
れ
て
山
に
入
り
、
我
を
忘
れ
て
沢
を

上
っ
た
こ
と
を
思
い
出
す
。
後
ろ
を
振
り
返
る

と
、
汗
に
濡
れ
た
髪
を
額
に
は
り
つ
け
た
弟
た

ち
が
、
沢
の
音
を
搔
き
分
け
る
よ
う
に
バ
ラ
ン

ス
を
と
り
、
石
づ
た
い
に
追
い
か
け
て
く
る
。

上
の
弟
は
時
に
大
き
く
跳
躍
し
こ
ち
ら
を
は
ら

は
ら
さ
せ
、
下
の
弟
は
じ
れ
っ
た
い
ほ
ど
用
心

深
く
足
を
運
ぶ

︱
日
に
焼
け
た
腕
が
誇
ら
し

い
、
ば
ら
ば
ら
な
才
能
の
子
ど
も
た
ち
。
木
漏

れ
日
を
受
け
た
蚊
柱
が
、
斑

ま
だ
ら

に
明
滅
す
る
。

　
盛
夏
の
陽
射
し
と
河
の
水
の
冷
た
さ

︱
こ

の
ふ
た
つ
が
き
っ
と
、
蕪
村
の
句
を
読
む
強
い

幸
福
感
を
成
す
た
て
糸
と
よ
こ
糸
。
プ
ル
ー
ス

ト
も
ま
た
、
こ
れ
ら
の
糸
を
用
い
て
、
読
書
と

と
も
に
あ
る
夏
の
休
息
を
描
き
出
し
て
い
る
。

[
⋮
]
私
の
部
屋
の
ほ
の
暗
い
涼
し
さ
は
、

私
の
休
息
と
う
ま
く
調
和
し
、
私
の
休
息

は
（
読
ん
で
い
る
書
物
に
よ
っ
て
語
ら
れ
私

の
休
息
を
ゆ
す
ぶ
り
に
や
っ
て
く
る
筋
の
波

瀾
の
お
か
げ
で
）、
流
れ
る
水
の
な
か
に
い

て
じ
っ
と
動
か
さ
ず
に
い
る
手
の
休
息
の
よ

う
に
、
そ
と
に
み
な
ぎ
る
生
気
の
奔
流
の
衝

撃
と
躍
動
と
に
堪
え
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

（『
失
わ
れ
た
時
を
求
め
て
』、
井
上
究
一
郎

訳
、
ち
く
ま
文
庫
）

こ
こ
で
「
奔
流
（torrent

）」
の
語
に
「
酷
熱

の
（torride

）」
の
響
き
を
聴
き
取
っ
て
い
る

の
は
、『
読
む
こ
と
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
』（
土
田
知

則
訳
、
岩
波
書
店
）
所
収
の
プ
ル
ー
ス
ト
論
に

お
け
る
ポ
ー
ル
・
ド
・
マ
ン

︱
こ
の
語
の
う

え
で
酷
熱
と
水
の
冷
た
さ
、
活
動
と
休
息
、
外

と
内

︱
た
て
糸
と
よ
こ
糸
が
交
錯
し
て
い
る
。

　
夏
の
河
で
は
ざ
わ
め
き
と
静
け
さ
も
ま
た

結
び
合
う
。『
パ
イ
ド
ロ
ス
』（
藤
沢
令
夫
訳
、

岩
波
文
庫
）
で
プ
ラ
ト
ン
が
描
く
よ
う
に
、
そ

こ
に
は
せ
せ
ら
ぎ
が
あ
り
、
葉
叢
の
そ
よ
ぎ
が

あ
り
、「
そ
れ
が
蟬
た
ち
の
う
た
声
に
こ
だ
ま

し
て
、
夏
ら
し
く
、
す
る
ど
く
、
ひ
び
き
わ

た
っ
て
い
る
」。
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
パ
イ
ド
ロ
ス

は
こ
の
イ
リ
ソ
ス
川
の
ほ
と
り
に
腰
を
お
ろ
し
、

哲
学
の
議
論
を
始
め
る
。
蟬
た
ち
は
あ
あ
し
て

僕
ら
の
頭
の
上
で
歌
い
つ
づ
け
な
が
ら
、
じ
つ

は
僕
ら
の
談
論
に
聞
き
耳
を
立
て
て
い
る
の
だ
、

そ
し
て
夏
が
お
わ
り
、
死
後
天
界
へ
昇
る
と
彼

ら
は
学
問
と
芸
術
の
女
神
た
ち
の
も
と
へ
ゆ

き
、
誰
が
彼
女
ら
を
敬
っ
て
い
る
の
か
を
報
告

す
る
の
だ
よ
、
な
ん
て
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
言
っ

て
い
る
。

　
で
も
今
日
は
あ
い
に
く
の
荒
天
、
外
に
は
出

ら
れ
な
い
。
樹
々
は
大
き
く
風
に
揺
れ
、
南
に

向
い
た
窓
に
は
大
粒
の
雨
が
打
ち
つ
け
て
い
る

︱
流
れ
る
水
の
な
か
に
い
て
じ
っ
と
動
か
さ

ず
に
い
る
手
の
休
息
。
ソ
フ
ァ
に
横
に
な
り

ガ
ー
ゼ
ケ
ッ
ト
を
お
腹
に
か
け
、
読
み
さ
し
の

文
庫
本
を
ひ
ら
く
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ニ
ア
・
ウ
ル
フ

の
『
灯
台
へ
』（
御
輿
哲
也
訳
、
岩
波
文
庫
）。

島
で
夏
を
過
す
子
ど
も
た
ち
を
見
つ
め
る
ラ
ム

ジ
ー
夫
人
の
横
顔
が
目
に
浮
か
ぶ
。

三
浦
亮
太
（
東
京
堂
書
店
）

書評連載

鎮静の
ための
エチュード
（二）

夏河
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書
店
の
店
頭
で
使
わ
れ
る
白
水
社
の
販
促
材
は
、

そ
の
ほ
と
ん
ど
を
社
内
で
作
成
し
て
い
ま
す
。
ポ
ッ

プ
や
冊
子
な
ど
は
、
本
自
体
が
何
万
部
も
店
頭
に
置

か
れ
る
わ
け
で
は
な
く
業
者
に
依
頼
す
る
よ
う
な

数
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
社
員
が
印
刷
を
し
て
切
っ

た
り
折
っ
た
り
し
て
い
ま
す
。
横
着
な
新
人
Ｔ
君

な
ど
は
、
ポ
ッ
プ
を
カ
ッ
タ
ー
で
切
る
際
に
五
枚

ま
と
め
て
切
っ
た
り
す
る
た
め
、
よ
く
見
る
と
左

右
が
ズ
レ
て
い
た
り
少
し
斜
め
に
な
っ
て
い
た
り

も
し
ま
す
。
ご
覧
に
な
っ
た
冊
子
の
折
り
が
い
ま

ひ
と
つ
だ
っ
た
と
し
て
も
、
手
作
業
が
醸
し
出
す

味
と
い
う
こ
と
で
、
何
卒
ご
容
赦
く
だ
さ
い
ま
せ
。

　
あ
る
年
の
大
き
な
フ
ェ
ア
の
際
に
、
店
頭
で
配

布
す
る
冊
子
が
大
量
に
必
要
に
な
っ
た
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
部
員
た
ち
も
さ
す
が
に
今
回
は
業
者

に
出
す
だ
ろ
う
と
喜
ん
で
い
た
ら
、
業
者
に
出
し

た
の
は
印
刷
だ
け
で
、
結
局
折
ら
れ
て
い
な
い
印

刷
物
が
山
の
よ
う
に
搬
入
さ
れ
た
後
、
全
員
が
一

日
三
十
部
と
い
う
ノ
ル
マ
で
毎
日
せ
っ
せ
と
折
っ

て
仕
上
げ
る
と
い
う
状
況
に
な
り
ま
し
た
。
老
い

も
若
き
も
時
間
を
見
つ
け
て
は
折
っ
て
重
ね
て
仕

上
げ
、
部
員
た
ち
の
手
は
日
に
日
に
イ
ン
ク
で
黒

ず
ん
で
い
っ
た
の
で
し
た
。

営

業

部

だ

よ

り

①
②

③
④
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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
。

中
野
佳
裕
（
な
か
の　
よ
し
ひ
ろ
）　

早
稲
田
大
学
地
域
・
地
域
間
研
究
機

構
次
席
研
究
員
。
著
書
に
『
カ
タ
ツ
ム
リ
の
知
恵
と
脱
成
長
』『
21
世
紀

の
豊
か
さ
』（
共
編
著
）、
訳
書
に
『
脱
成
長
（
文
庫
ク
セ
ジ
ュ
）』
な
ど
。

北
村
紗
衣
（
き
た
む
ら　
さ
え
）　

武
蔵
大
学
准
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
。

桑
木
野
幸
司
（
く
わ
き
の　
こ
う
じ
）　

大
阪
大
学
教
授
。
専
門
は
西
洋
建

築
史
・
庭
園
史
・
美
術
史
。
著
訳
書
に『
ル
ネ
サ
ン
ス
庭
園
の
精
神
史
』

『
記
憶
術
全
史
』『
叡
智
の
建
築
家
』、
ペ
テ
ィ
グ
リ
ー
『
印
刷
と
い
う

革
命
』
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
。

寺
尾
智
史
（
て
ら
お　
さ
と
し
）　

宮
崎
大
学
多
言
語
多
文
化
教
育
研
究

セ
ン
タ
ー
准
教
授
（
言
語
社
会
学
）。
著
書
に
『
言
語
多
様
性
の
継
承

は
可
能
か
』
な
ど
。

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
。

颱
津
あ
み
（
た
い
つ　
あ
み
）　
ま
た
の
名
を
丸
山
有
美
。
フ
リ
ー
編
集

者
・
翻
訳
者
・
イ
ラ
ス
ト
レ
ー
タ
ー
・
司
会
な
ど
。
雑
誌
「
ふ
ら
ん

す
」
元
編
集
長
。
横
浜
の
海
辺
の
街
を
拠
点
に
日
々
ど
っ
こ
い
し
ょ
。

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
』

　
ど
ん
な
読
者
を
想
定
し
て
い
る
の
か
と
周
囲
か

ら
訝
し
が
ら
れ
る
本
を
企
画
し
が
ち
な
よ
う
だ
。

会
議
で
の
反
応
は
総
じ
て
渋
い
。
開
き
直
る
わ
け

で
は
な
い
が
、誰
に
届
く
か
な
ん
て
わ
か
ら
な
い
。

　
そ
う
い
っ
た
反
応
を
受
け
た
本
の
ひ
と
つ
、
外

国
の
と
あ
る
文
化
現
象
を
扱
っ
た
翻
訳
も
の
の
な

か
に
、
少
し
だ
け
、
あ
る
日
本
人
画
家
へ
の
言
及

が
あ
っ
た
。
刊
行
後
、
ど
う
い
う
わ
け
か
そ
の
画

家
が
こ
の
本
を
手
に
し
て
い
た
。
と
て
も
喜
ん
で

く
れ
た
よ
う
だ
。
丁
寧
な
お
礼
の
電
話
を
い
た
だ

き
、
横
浜
で
の
大
規
模
な
個
展
の
レ
セ
プ
シ
ョ
ン

に
ま
で
招
い
て
い
た
だ
い
た
（
が
、
人
見
知
り
を

す
る
自
分
は
そ
の
場
に
伺
う
の
が
た
め
ら
わ
れ
、

ご
本
人
に
挨
拶
で
き
ず
じ
ま
い
だ
っ
た
）。

　
刊
行
か
ら
一
年
と
半
年
も
経
た
ぬ
う
ち
に
、
画

家
の
訃
報
に
接
し
た
。

　
亡
き
画
家
の
夫
人
は
、
し
ば
ら
く
し
て
、
そ
の

本
の
訳
者
が
主
宰
す
る
私
塾
に
参
加
す
る
よ
う
に

な
っ
た
と
葉
書
で
報
せ
て
く
だ
さ
っ
た
。
前
を
向

か
れ
て
い
る
ん
だ
な
と
思
っ
た
。

　
雨
の
な
か
、
会
社
を
出
て
銀
座
へ
向
か
っ
た
。

夫
人
が
遺
志
を
つ
い
で
催
し
た
、
画
家
の
個
展
を

見
る
た
め
に
。 

（
輪
）

編

集

メ

モ



京都ノスタルジア
ほんやら洞・八文字屋の人々〈20〉

6年前に焼失したほんやら洞（京都・寺町今出川）は、来年が創立満50年なので、記念本を計画している。
姉妹店の東京国分寺のバー &レストラン・ほんやら洞の店主の中山ラビは 70歳を過ぎても夜は店に立
ち癌治療しつつ「次のライブがお仕舞いかな」と再々思いながらもシンガーソングライターとしてステ
ージに立ち続けている。これは京都ほんやら洞応援ライブシーン。 

「グリコ」の CMの画像を模した自画像作品を発表したり、東京都知事選に出馬したり、赤瀬川原平や
高梨豊と「ライカ同盟」を結成するなど話題の多い美術家故秋山祐徳太子（中央・帽子）は、批評家の
呉智英、1970年の「京大パルチザン」の影の立役者で麿赤兒の舞台「磐船伽藍」用の戸板1500枚を
調達した森田茂ら異能の人たちを次々と八文字屋に案内した。

写真・文　甲斐扶佐義






