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巻頭エッセイ

古
典
の
森
へ
よ
う
こ
そ

岩
崎 

務

今
を
生
き
る
た
め
の
古
典

古
典
を
読
も
う
な
ど
と
い
っ
て
も
、
せ
わ
し
く
状
況
が
変
化
し
、一

瞬
を
逃
さ
ず
効
率
的
な
対
応
を
す
る
こ
と
が
何
よ
り
重
要
な
こ
の
情

報
化
社
会
で
は
、
何
を
の
ん
き
な
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
そ
れ
で
も
、
私
の
学
生
時
代
の
先
輩
に
あ
た
る
人
が
あ
る
文

章
の
中
で
こ
ん
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
学
問
に
は
た
と

え
る
と
駅
伝
型
と
マ
ラ
ソ
ン
型
の
二
種
類
が
あ
る
。
社
会
の
た
め
に

直
ち
に
役
立
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
学
問
に
お
い
て
は
、
後
の
人
は

先
の
人
の
到
達
点
か
ら
進
み
始
め
る
の
に
対
し
て
、
人
間
性
に
関
わ

る
学
問
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
人
が
同
じ
出
発
点
か
ら
歩
き
始
め

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

こ
の
後
者
の
マ
ラ
ソ
ン
型
と
言
わ
れ
て
い
る
学
び
に
お
い
て
、
ま

さ
に
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
の
が
古
典
と
呼
ば
れ
る
書
物
な
の
だ
ろ

う
と
思
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、古
典
は
必
ず
し
も
古
い
時
代
に
書
か
れ

た
も
の
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
私
た
ち
が
生
き
て
い
る
今
か
ら
は
何

か
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
古
典
を
読
む
こ
と
は
、
駅

伝
型
の
学
び
の
よ
う
に
、
今
あ
る
問
題
に
対
し
て
短
期
で
目
に
見
え

る
効
果
を
も
た
ら
す
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
人
間
と
い

う
も
の
に
目
を
凝
ら
し
て
み
る
と
き
、
あ
る
い
は
、
自
己
の
人
間
性

を
豊
か
に
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
な
ん
だ
か
遠
回
り
で
め
ん
ど
く
さ

い
こ
と
に
思
わ
れ
る
で
し
ょ
う
が
、
ま
ず
は
古
典
に
立
ち
戻
っ
て
そ

こ
か
ら
始
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

西
洋
古
典
を
学
ん
で
い
る
身
か
ら
す
る
と
、
た
と
え
ば
ホ
メ
ロ
ス

の
『
イ
リ
ア
ス
』
な
ど
が
そ
の
よ
う
な
立
ち
戻
る
べ
き
場
所
に
あ
り

ま
す
。
不
死
な
る
神
々
に
弄
ば
れ
る
よ
う
に
し
て
、
運
命
に
従
い
、

ま
た
運
命
に
抗
っ
て
、
戦
い
を
遂
行
す
る
死
す
べ
き
身
の
英
雄
た
ち
、

そ
し
て
英
雄
に
倒
さ
れ
る
無
名
の
多
く
の
若
者
た
ち
と
、
ほ
の
見
え

る
彼
ら
の
背
後
に
あ
る
家
族
と
日
常
の
暮
ら
し
。
こ
こ
に
は
、
人
間

の
あ
り
さ
ま
の
原
型
と
い
う
か
、
原
風
景
み
た
い
な
も
の
が
見
て
と

れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
古
典
に
触
れ
る
と
、
何
と
な
く
フ
ワ
フ
ワ
と

生
き
て
い
る
、
あ
る
い
は
目
先
の
こ
と
に
追
わ
れ
て
生
き
て
い
る
自

分
の
今
が
、
実
は
永
々
た
る
人
間
の
営
み
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い

う
感
覚
を
も
ち
、
大
げ
さ
に
言
え
ば
私
た
ち
の
足
の
下
に
あ
る
重
層

的
な
歴
史
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
の
外
語
大
で
は
、
西
洋
古
典
の
居
場
所
が
は
っ
き
り
し
な
い
な

あ
と
い
う
感
じ
が
あ
っ
た
の
で
す
が
、
何
年
か
前
に
大
学
院
が
改
組

さ
れ
た
と
き
に
、「
超
域
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
笑
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
と
き
に
今
更
な
が

ら
古
典
と
い
う
の
は
超
域
な
ん
だ
と
納
得
し
ま
し
た
。
古
典
は
、
国

も
、
地
域
も
、
民
族
も
、
時
代
も
、
言
語
さ
え
も
超
え
て
存
在
す
る

も
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
に
縛
ら
れ
て
生
き
て
い

る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
古
典
は
大
き
な
物
差
し
と
な
っ
て
、
そ
の
束

縛
と
固
定
観
念
か
ら
解
放
し
て
、
私
た
ち
の
今
を
相
対
化
し
立
体
化

す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。

そ
れ
に
し
て
も
、
古
典
は
読
み
に
く
い
し
、
分
か
り
に
く
い
と
い

う
声
は
し
ば
し
ば
耳
に
し
ま
す
。
確
か
に
、
原
語
で
読
ま
な
い
に
し

て
も
、
古
典
を
読
み
通
す
に
は
相
当
の
忍
耐
と
時
間
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
し
か
し
、
そ
の
読
み
に
く
さ
自
体
も
古
典
の
利
点
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
お
手
軽
に
読
ん
で
分
か
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
は

な
い
書
物
を
読
ん
で
み
る
こ
と
、
何
の
役
に
立
つ
と
も
分
か
ら
ぬ
も

の
を
読
ん
で
何
か
を
つ
か
み
と
っ
て
こ
よ
う
と
格
闘
す
る
こ
と
、
そ

し
て
今
の
自
分
に
響
き
合
う
も
の
を
見
出
す
醍
醐
味
、
こ
う
し
た
読

書
経
験
を
も
つ
こ
と
は
、
情
報
と
い
う
も
の
を
広
く
簡
単
に
手
に
入

れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
現
代
社
会
に
お
い
て
、
自
分
と

い
う
も
の
を
保
っ
て
お
く
た
め
に
は
ま
す
ま
す
大
事
な
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。

今
回
の
『
ピ
エ
リ
ア
』
で
は
数
多
く
の
選
り
す
ぐ
っ
た
古
典
が
紹

介
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
古
典
は
ひ
っ
そ
り
と
で
は
あ
り
ま
す
が
、

不
動
の
姿
勢
で
み
な
さ
ん
の
読
み
を
待
っ
て
い
ま
す
。

い
わ
さ
き
・
つ
と
む　

総
合
国
際
学
研
究
院
教
授　

古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
文
学
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古
典
の
森
へ
よ
う
こ
そ

荒
川
洋
平
（
あ
ら
か
わ　
よ
う
へ
い
）

留
学
生
日
本
語
教
育
セ
ン
タ
ー
教
授
　
認
知
言
語
学

①
ハ
ワ
ー
ド
・
ガ
ー
ド
ナ
ー
『
認
知
革
命

―
知
の
科
学
の
誕
生
と
展
開
』

佐
伯
胖
／
海
保
博
之
監
訳
、
産
業
図
書
、
一
九
八
七
年

②
ジ
ャ
ッ
ク･

モ
ノ
ー
『
偶
然
と
必
然

―
現
代
生
物
学
の
思
想
的
問
い

か
け
』
渡
辺
格
／
村
上
光
彦
訳
、
み
す
ず
書
房
、
一
九
七
二
年

③
梅
棹
忠
夫
『
知
的
生
産
の
技
術
』
岩
波
新
書
、
一
九
六
九
年

わ
た
し
の
専
門
お
よ
び
関
連
分
野
で
古
典
と
目
さ
れ
て
い
る
も
の

の
う
ち
、
手
に
入
れ
る
こ
と
も
読
む
こ
と
も
難
し
く
な
い
三
冊
を
選

び
ま
し
た
。

認
知
科
学
と
は
「
心
と
は
何
か
」
を
解
明
す
る
た
め
に
、
一
九
五

〇
年
代
後
半
に
生
じ
た
学
際
的
な
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
で
す
。
こ
こ
で
紹

介
す
る
①
『
認
知
革
命
』
は
そ
の
代
表
的
な
結
実
で
あ
り
、
文
・
理

を
越
え
た
、
新
た
な
教
養
の
か
た
ち
が
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

桜
舞
う
春
風
の
な
か
、
颯
爽
と
大
学
の
門
を
く
ぐ
っ
た
新
入
生
の
皆
さ

ん
、
久
遠
の
理
想
を
目
指
し
、
自
分
の
道
を
ひ
た
走
る
在
学
生
の
皆
さ

ん
へ

―
。「
読
ま
れ
る
べ
き
良
書
」
と
し
て
の
「
古
典
」
を
、本
学
の

先
生
方
に
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
特
集
が
豊
潤
な
知
の
世
界

と
の
邂
逅
と
な
る
こ
と
を
願
い
つ
つ
、
皆
さ
ん
に
お
届
け
し
ま
す
。

　
　
＊
所
属
は
二
〇
一
四
年
四
月
一
日
現
在
の
も
の
。
掲
載
は
氏
名
の
五
十
音
順
。（
編
集
部
）

こ
の
分
野
の
隆
盛
は
、
言
語

の
起
源
と
進
化
と
い
う
テ
ー
マ

に
再
び
光
を
当
て
ま
し
た
が
、

こ
こ
で
有
用
な
の
は
、
進
化
生

物
学
の
知
見
で
す
。
②
『
偶
然

と
必
然
』
は
、「
利
己
的
な
遺
伝

子
観
」
で
有
名
な
Ｒ
・
ド
ー
キ
ン
ズ
な
ど
、
最
先
端
の
研
究
者
に
よ

っ
て
推
薦
さ
れ
る
古
典
で
あ
り
、
生
命
倫
理
の
問
題
な
ど
が
、
理
系

の
知
識
な
し
に
は
語
れ
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。

最
後
に
、
学
術
に
お
け
る
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
の
重
要
性
を
説
い
た
一

冊
と
し
て
③『
知
的
生
産
の
技
術
』を
挙
げ
ま
す
。
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト

も
な
か
っ
た
時
代
の
考
察
で
す
が
、
実
践
的
な
有
用
性
を
含
め
、
今

後
と
も
こ
の
本
の
価
値
が
減
じ
る
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
。

上
田
広
美
（
う
え
だ　
ひ
ろ
み
）

総
合
国
際
学
研
究
院
准
教
授
　
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
学

ヴ
ァ
ー
ル
ミ
ー
キ
『
新
訳
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
』
全
七
巻　

中
村
了
昭
訳
、
平

凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
二–

二
〇
一
三
年

『
ジ
ャ
ー
タ
カ
物
語

―
イ
ン
ド
の
古
い
お
は
な
し
』辻
直
四
郎
／
渡
辺
照

宏
訳
、
岩
波
少
年
文
庫
、
二
〇
〇
六
年

『
今
昔
物
語
集　

天
竺
・
震
旦
部
』
池
上
洵
一
編
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
一

年
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
と
ジ
ャ
ー
タ
カ
は
、
東
南
ア
ジ
ア
を
知
る
上
で
も

お
勧
め
の
古
典
で
す
。
こ
の
二
作
品
は
、
物
語
と
し
て
読
ま
れ
た
り
、

語
ら
れ
た
り
す
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
、
カ
ン
ボ
ジ
ア

版
ラ
ー
マ
ー
ヤ
ナ
の
『
リ
ア
ム
ケ
ー
』
は
、
世
界
遺
産
ア
ン
コ
ー
ル

遺
跡
に
美
し
い
浮
彫
が
あ
り
、
舞
踊
や
芝
居
な
ど
古
典
芸
能
の
題
材

と
し
て
も
演
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ジ
ャ
ー
タ
カ
最
終
話
『
布
施
太
子

物
語
』
も
寺
院
壁
画
に
描
か
れ
る
題
材
で
す
。
観
光
で
訪
れ
る
際
に

も
、事
前
に
物
語
を
知
っ
て
い

る
と
、
さ
ら
に
旅
の
楽
し
み
が

広
が
る
で
し
ょ
う
。

今
回
は
、本
学
附
属
図
書
館

の
蔵
書
か
ら
、
読
み
や
す
い

文
庫
版
の
日
本
語
訳
を
選
び

ま
し
た
。
別
に
、『
ジ
ャ
ー
タ
カ
全
集
』（
中
村
元
監
修
・
補
注
、
春
秋
社
、

二
〇
〇
八
年
）
も
全
巻
、
附
属
図
書
館
に
あ
り
ま
す
。
月
に
い
る
ウ
サ

ギ
の
物
語
が
ど
う
伝
わ
っ
た
の
か
、
ジ
ャ
ー
タ
カ
と
今
昔
物
語
で
読

み
比
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

今
年
（
二
〇
一
四
年
）
度
春
学
期
に
は
、
大
型
影
絵
芝
居
や
仮
面
劇

の
リ
ア
ム
ケ
ー
を
学
ぶ
講
義
（
月
・
四
、
福
富
友
子
先
生
）
が
あ
り
ま
す
。

地
域
言
語
Ａ
（
金
・
二
）
で
は
、『
リ
ア
ム
ケ
ー
』
の
原
書
も
講
読
し

ま
す
。

狩
野
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
（K

A
N

O, C
aroline Elizabeth

）

元
・
世
界
言
語
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
特
任
教
授
／
現
・
非
常
勤
講
師
　
英
語
教
育

今
回
の
テ
ー
マ
は
「
古
典
」
で
す
が
、
こ
れ
を
「
歴
史
」
と
し
て

解
釈
し
、
外
大
生
の
皆
さ
ん
に
ぜ
ひ
薦
め
た
い
、
そ
れ
ぞ
れ
違
う
時

代
の
歴
史
に
基
づ
く
三
冊
を
選
び
ま
し
た
。
ど
れ
も
英
語
で
書
か
れ

て
お
り
、
事
実
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
が
ブ
レ
ン
ド
さ
れ
た
作
品
で
、
日

本
文
化
や
歴
史
を
研
究
し
た
西
洋
人
作
家
に
よ
る
日
本
に
関
わ
る
物

語
で
す
。

時
代
の
古
い
順
に
、
一
冊
目
は
、Liza D

alby

著Th
e Tale of 

M
ura-saki, 2001, V

intage U
.K

.

で
、
二
冊
目
は
、A

lan Spence

著

Th
e Pure Land, 2004 , C

anongate Books U
.K

.

で
あ
り
、
そ
し
て
三

外
大
生
に

　
　
　
す
す
め
る
古
典
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古
典
の
森
へ
よ
う
こ
そ

古典的作品を読むうち、至高の一行に出会うことがある。気がつけばそれが生き
る糧になっていることも。欄外ではお気に入りの一行を選び、「古典への扉」と
して紹介します。( 編集部 )

歴史感覚は過去を追体験する感覚ではなく、音楽を聴くときのように世界を理解する感覚であ
る。―ホイジンガ『文化史の課題』より。ルカーチ『歴史学の将来』の中でこの一行に出会っ
た。いま問われているのは歴史学の未来ではなく、歴史を学ぶことの未来だろう。（R）

冊
目
は
、Julie O

tsuka

著Th e Buddha in the Attic, 2012, Fig Tree  
(Penguin Books) U

.K
.

で
す
。

Th e Tale of M
urasaki

で
は
、『
源
氏
物
語
』
の
著
者
で
あ
る
紫
式

部
の
日
記
を
も
と
に
し
て
、
ま
た
、
紫
式
部
の
和
歌
の
英
訳
も
交
え

て
、
紫
式
部
の
目
を
通
し
て
、
一
一
世
紀
の
平
安
時
代
の
宮
廷
文
化

の
様
々
な
面
や
、
宮
廷
の
女
性
の
芸
術
的
な
面
で
は
豊
か
で
あ
り
な

が
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
位
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
た
人
生
や
、
切
な
い

恋
愛
が
繊
細
に
描
写
さ
れ
て
い
ま
す
。

Th e Pure Land

で
は
、舞
台
は
幕
末
か
ら
明
治
維
新
に
か
け
て
の

時
代
に
変
わ
り
、長
崎
で
活
躍
し
、波
乱
万
丈
の
生
涯
を
送
り
な
が
ら

日
本
の
近
代
化
に
貢
献
し
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人Th om

as G
lover

の
人
生
や
、
そ
の
時
代
の
劇
的
で
痛
ま
し
い
出
来
事
が
鮮
烈
に
描
か

れ
て
い
ま
す
。

そ
し
て
、Th e Buddha in the Attic

で
は
、
時
代
が
さ
ら
に
下
り
、

二
つ
の
世
界
大
戦
の
間
、
お
見
合
い
結
婚
に
よ
っ
て
、
未
知
の
国
ア

メ
リ
カ
に
渡
っ
て
行
く
日
本
人
女
性
の
不
穏
な
環
境
に
委
ね
ら
れ
た

人
生
や
辛
く
て
も
頑
張
る
姿
が
、
珍
し
い
一
人
称
複
数
形
で
物
語
る

方
法
と
、
流
れ
て
い
く
叙
情
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
強
く
伝
わ
っ

て
き
ま
す
。
ぜ
ひ
英
語
能
力
を
活
か
し
、
英
語
作
品
を
通
し
て
、
日

本
人
の
歴
史
的
背
景
や
先
人
の
様
々
な
人
生
に
つ
い
て
思
い
を
馳
せ
、

新
し
い
発
見
を
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
嬉
し
く
思
い
ま
す
。

川
島
郁
夫
（
か
わ
し
ま　
い
く
お
）

総
合
国
際
学
研
究
院
教
授
　
中
国
近
世
文
学

劉
義
慶
撰
『
世
説
新
語
』
井
波
律
子
訳
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
三

–

二
〇
一
四
年

六
朝
宋
の
王
族
劉
義
慶
が
、
同
時
代
に
生
き
た
有
名
人
の
逸
話
を

集
め
て
編
纂
し
た
小
説
集
。
人
物
の
性
格
を
「
徳
行
」「
文
学
」
な
ど

優
れ
た
点
か
ら
「
簡
傲
（
高
慢
）」「
倹
嗇
（
ケ
チ
）」
に
至
る
ま
で
、計

三
六
の
項
目
に
分
け
、
各
々
際
立
っ
た
特
徴
を
示
す
話
を
集
め
て
い

る
。
現
代
人
の
目
に
は
奇
異
に
映
る
行
動
が
、
人
間
の
本
性
を
え
ぐ

り
出
し
て
い
て
興
味
の
尽
き
な
い
一
篇
で
あ
る
。

『
唐
宋
伝
奇
集
』（
上
・
下
）
今
村
与
志
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
八
年

唐
代
伝
奇
は
、
中
国
初
の
、
事
実
の
記
録
以
上
の
「
物
語
」
を
伝

え
る
こ
と
を
意
図
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
文
学
と
言
え
、
恋
愛
・
人
生

観
な
ど
、
す
こ
ぶ
る
「
人
間
臭
い
」
題
材
が
多
い
。「
邯
鄲
夢
」「
長

恨
歌
」「
杜
士
春
」「
魚
服
記
」
な
ど
日
本
文
学
に
も
影
響
を
与
え
た

作
品
が
多
く
、
日
本
文
化
研
究
の
た
め
に
も
一
読
の
価
値
あ
り
。

朱
熹
編
『
宋
名
臣
言
行
録
』
丹
羽
隼
兵
著
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
文
庫
、
一
九
九
五
年

宋
の
大
儒
朱
熹
が
編
纂
し
た
、
北
宋
の
著
名
な
官
僚
た
ち
の
名
言

集
。
朱
子
学
に
お
け
る
模
範
的
人
物
が
肩
を
並
べ
、
江
戸
期
の
学
問

所
で
は
教
科
書
の
一
つ
に
な
っ
た
。
范
仲
淹
・
欧
陽
脩
・
王
安
石
・

司
馬
光
・
蘇
軾
ら
の
薀
蓄
豊
か
な
言
葉
は
、
人
間
関
係
の
機
微
、
処

世
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
、
現
代
に
も
十
分
通

用
す
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。

栗
原
浩
英
（
く
り
は
ら　
ひ
ろ
ひ
で
）

ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
教
授
　
ベ
ト
ナ
ム
現
代
史

①
小
谷
汪
之『
マ
ル
ク
ス
と
ア
ジ
ア

―
ア
ジ
ア
的
生
産
様
式
論
争
批
判
』

青
木
書
店
、
一
九
七
九
年

②Im
m

anuel W
allerstein, The C

apitalist W
orld-Econom

y, C
am

-

bridge: C
am

bridge U
niversity Press, 1979.

③
ロ
マ
ン
・
ロ
ラ
ン
「
過
去
の
国
へ
の
音
楽
の
旅　

ヘ
ン
デ
ル
」（『
ロ
マ

ン・
ロ
ラ
ン
全
集
』
22
）
蛯
原
徳
夫
／
高
田
博
厚
／
波
多
野
茂
弥
訳
、み

す
ず
書
房
、
一
九
八
一
年

こ
れ
ら
三
冊
の
本
は
私
が
学
部
学
生
・
大
学
院
生
時
代
に
初
め
て

読
ん
で
か
ら
、
今
日
に
至
る
ま
で
何
度
も
読
み
返
し
て
い
る
、
い
わ

ば
私
に
と
っ
て
の
古
典
で
あ
る
。
①
か
ら
は
「
理
論
」
に
仕
立
て
あ

げ
ら
れ
た
も
の
が
一
人
歩
き
す
る
こ
と
の
危
険
性
と
、
史
料
を
冷
徹

に
分
析
し
て
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
の
重
要
性
、
つ
ま
り
歴
史
研
究

の
基
本
を
教
わ
っ
た
。

②
と
は
冷
戦
時
代
に
出
会
い
、
そ
の
壮
大
な
着
想
と
観
点
に
驚
嘆

し
た
。
特
に
「
世
界
経
済
に
社
会
主
義
シ
ス
テ
ム
は
存
在
し
な
い
」

と
い
う
一
節
に
衝
撃
を
受
け
た
。
そ
の
後
ベ
ト
ナ
ム
に
留
学
し
て
社

会
主
義
の
実
態
に
触
れ
る
に
つ
け
、
著
者
の
指
摘
が
正
鵠
を
得
た
も

の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

③
は
や
や
オ
タ
ク
的
か
も
し
れ
な
い
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
活
躍
を

し
た
人
間
は
昔
か
ら
い
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
ヘ
ン
デ
ル
の
作

品
の
優
美
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
力
強
さ
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
そ
の

オ
ペ
ラ
や
オ
ラ
ト
リ
オ
に
は
な
ぜ
母
語
（
ド
イ
ツ
語
）
に
よ
る
も
の
が

ほ
と
ん
ど
な
い
の
か
。
ま
さ
に
そ
こ
に
巨
匠
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
生
き

方
が
投
影
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

小
松
久
男
（
こ
ま
つ　
ひ
さ
お
）

総
合
国
際
学
研
究
院
特
任
教
授
　
中
央
ア
ジ
ア
近
現
代
史

西
徳
二
郎
『
中
亜
細
亜
紀
事
』
陸
軍
文
庫
、
一
八
八
六
年
（
復
刻
：
青
史
社
、

一
九
八
七
年
）

B
.B

. Б
артольд, И

стори
я культурной

 ж
и

зни
 Туркестана, 

Леннград: A
кадемия Н

аук C
С

С
Р, 1927.

（
Ｖ
・
Ｖ
・
バ
ル
ト
リ
ド

古典への扉
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外大生にすすめる古典

古
典
の
森
へ
よ
う
こ
そ

迷わされながら迷わし、騙されながら騙していた。―アウグスティヌス『告白』より。センター
試験・倫理で出題されたりして、お説教のように思われがちだが、実は聖人と呼ばれる前にい
かに遊んでいたかを「告白」している。やんちゃな若者の更生の記録。（S）

言語には差異しかない。―フェルディナン・ド・ソシュール『一般言語学講義』より。言語
を関係性から捉え、所記と能記、共時態と通時態、ラングとパロルなど、言語学を考えるうえ
での幾多の概念を生み出した巨大な入門書。ソシュールの言語観は、静態的か動態的か？（H）

『
ト
ル
キ
ス
タ
ン
文
化
史
』（
１・２
）
小
松
久
男
監
訳
、
平
凡
社
、
二

〇
一
一
年
）

Zeki Velidi Togan, H
âtıralar: Türkistan ve D

iğer M
üslüm

an D
oğu 

Türklerinin M
illî Varlık ve Kültür M

ücadeleleri, İstanbul: H
ikm

et 

G
azetecilik, 1969.

西
徳
二
郎
（
一
八
四
七–

一
九
一
二
）
の
『
中
亜
細
亜
紀
事
』
は
、
サ

ン
ク
ト
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
勤
務
し
た
若
い
外
交
官
が
、
一
八
八
〇
年

の
ロ
シ
ア
領
ト
ル
キ
ス
タ
ン
旅
行
の
見
聞
を
も
と
に
ま
と
め
た
日
本

で
最
初
の
中
央
ア
ジ
ア
地
域
研
究
の
成
果
。
ひ
き
し
ま
っ
た
漢
文
調

の
文
章
が
い
ま
や
新
鮮
に
映
る
。
イ
タ
リ
ア
語
訳
も
あ
る
。

バ
ル
ト
リ
ド
（
一
八
六
九–

一
九
二
三
）
の
『
ト
ル
キ
ス
タ
ン
文
化

史
』
は
、
ド
イ
ツ
系
ロ
シ
ア
人
の
碩
学
に
よ
る
中
央
ア
ジ
ア
史
の
古

典
。
い
ま
読
ん
で
も
学
ぶ
と
こ
ろ
が
多
い
。

ト
ガ
ン
（
一
八
九
〇–

一
九
七
〇
）
の
『
回
想
録
』
は
、
ロ
シ
ア
帝
国

内
の
ト
ル
コ
系
ム
ス
リ
ム
民
族
の
一
つ
、
バ
シ
キ
ー
ル
人
の
少
年
が

東
洋
学
を
志
し
、
一
九
一
七
年
の
ロ
シ
ア
革
命
で
体
制
が
変
わ
る
と
、

バ
シ
キ
ー
ル
民
族
運
動
の
指
導
者
と
な
っ
て
レ
ー
ニ
ン
や
ス
タ
ー
リ

ン
ら
と
交
渉
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
政
権
と
決
裂
し
た
後
は
ト
ル
コ
に
亡
命

し
て
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
大
学
教
授
と
し
て
ト
ル
コ
民
族
史
を
講
じ
る
に

至
っ
た
波
乱
の
人
生
を
描
い
て
秀
逸
。
そ
の
教
養
の
深
さ
も
一
読
に

値
す
る
。
バ
ル
ト
リ
ド
は
、
彼
の
師
で
あ
っ
た
。

佐
々
木
あ
や
乃
（
さ
さ
き　
あ
や
の
）

総
合
国
際
学
研
究
院
准
教
授
　
ペ
ル
シ
ア
古
典
文
学

フ
ェ
ル
ド
ウ
ス
ィ
ー
『
王
書

―
古
代
ペ
ル
シ
ャ
の
神
話
・
伝
説
』
岡
田

恵
美
子
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
九
年

一
一
世
紀
初
め
に
編
纂
さ
れ
た
、
ペ
ル
シ
ア
歴
代
の
王
や
勇
者
た

ち
が
繰
り
広
げ
る
一
大
ス
ペ
ク
タ
ク
ル
の
抄
訳
で
す
。
イ
ラ
ン
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
知
る
た
め
の
必
読
書
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

運
命
に
翻
弄
さ
れ
る
英
雄
た
ち
の
物
語
は
、
読
者
の
魂
を
激
し
く
揺

さ
ぶ
り
ま
す
。
本
学
図
書
館
に
原
書
全
巻
や
仏
語
訳
も
所
蔵
さ
れ
て

い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
実
際
に
手
に
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

Sa‘dī Shīrāzī, Abū M
uḥam

m
ad M

usharrif al-D
īn ibn M

uṣliḥ ibn 

‘Abd Allāh: G
olestān-e Sa‘dī: az rū-ye qadīm

tarīn noskhe-hā-ye 

m
ow

jūd dar donyā, dar taḥt-e naẓar-e M
oḥam

m
ad ‘Alī Forūghī, 

Tehrān, Ketābkhāne va chāpkhāne-ye Berokhīm
, 1316 [1937 or 

1938].

シ
ー
ラ
ー
ズ
出
身
の
詩
人
サ
ア
デ
ィ
ー
は
恋
愛
詩
の
巨
匠
で
あ
る

一
方
、
中
世
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
の
倫
理
・
道
徳
観
を
反
映
さ
せ
た
二

作
品
『
果ブ

ー
ス
タ
ー
ン

樹
園
』『
薔ゴ

レ
ス
タ
ー
ン

薇
園
』
の
作
者
と
し
て
も
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

後
者
『
薔
薇
園
』
の
詩
篇
で
は
、
人
を
思
い
や
り
、
他
人
の
苦
痛
に

寄
り
添
う
こ
と
の
大
切
さ
が
う
た
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
詩
句
は
国
連

本
部
に
も
掲
げ
ら
れ
、
世
界
中
の
人
々
に
親
し
ま
れ
て
い
ま
す
。
岩

波
文
庫
を
は
じ
め
、
和
訳
も
数
篇
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。

ル
ー
ミ
ー
『
ル
ー
ミ
ー
語
録
』（
イ
ス
ラ
ー
ム
古
典
叢
書
）
井
筒
俊
彦
訳
、岩

波
書
店
、
一
九
七
八
年

原
語
タ
イ
ト
ルFīhi m

ā fi hi

（
フ
ィ
ー
ヒ・
マ
ー・
フ
ィ
ー
ヒ
）
は
、
ア

ラ
ビ
ア
語
で
「
そ
の
中
に
は
、
そ
の
中
に
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ

る
」
と
い
う
意
味
。
井
筒
氏
の
名
訳
に
よ
り
、一
三
世
紀
イ
ス
ラ
ー
ム

神
秘
主
義
詩
人
の
最
高
峰
た
る
ル
ー
ミ
ー
の
雑
談
集（
？
）
に
親
し
め

る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
の
で
す
が
、
ル
ー
ミ
ー
人
気
が
国
内
で
高

ま
ら
な
い
こ
と
に
日
本
人
と
し
て
焦
燥
感
を
憶
え
て
い
ま
す
。
本
書

を
手
に
し
た
外
大
生
が
、
ル
ー
ミ
ー
の
紡
ぎ
だ
す
比
喩
、
隠
喩
、
寓

話
の
大
海
へ
と
漕
ぎ
出
し
、
波

間
を
漂
い
な
が
ら
人
間
の
真
な

る
生
き
方
・
在
り
方
を
考
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
目
標

を
見
つ
け
る
こ
と
を
心
よ
り
願

っ
て
い
ま
す
。

佐
野 

洋
（
さ
の　
ひ
ろ
し
）

総
合
国
際
学
研
究
院
教
授
　
計
算
言
語
学
・
教
育
工
学

外
国
語
の
知
識
を
学
び
、
そ
の
技
能
を
獲
得
す
る
こ
と
は
不
断
の

努
力
が
必
要
で
、
憶
え
込
む
こ
と
の
重
要
さ
は
誰
も
が
承
知
し
て
い

ま
す
。
で
も
古
来
、
修
習
思
惟
す
る
こ
と
の
大
切
さ
も
説
か
れ
て
い

ま
す
。
思
惟
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
理
性
を
使
っ
て
母
語
を
自
覚
し

た
上
で
俯
瞰
す
る
視
点
で
世
界
に
対
峙
で
き
る
能
力
こ
そ
、
グ
ロ
ー

バ
ル
に
活
躍
す
る
要
諦
な
の
で
し
ょ
う
。

ビ
レ
ー
ム
・
マ
テ
ジ
ウ
ス
『
マ
テ
ジ
ウ
ス
の
英
語
入
門

―
対
照
言
語
学

の
方
法
』
千
野
栄
一
／
山
本
富
啓
訳
、
三
省
堂
、
一
九
八
六
年

有
名
な
言
語
学
者
の
訳
出
に
よ
る
名
高
い
チ
ェ
コ
の
言
語
学
者
が

書
表
し
た
英
語
入
門
書
で
す
。
原
著
は「
英
語
な
ん
か
こ
わ
く
な
い
」。

ま
ず
訳
者
の
解
説
を
読
ん
で
、
こ
と
ば
を
対
照
す
る
心
得
を
意
識
し

て
本
文
に
あ
た
っ
て
ほ
し
い
。

南
不
二
男
『
現
代
日
本
語
の
構
造
』
大
修
館
書
店
、
一
九
九
八
年

三
上
章
『
象
は
鼻
が
長
い

―
日
本
文
法
入
門
』
く
ろ
し
お
出
版
、
一
九

六
〇
年

母
語
（
日
本
語
）
の
言
語
シ
ス
テ
ム
に
気
づ
き
、深
く
意
識
で
き
る

で
し
ょ
う
。
前
者
で
は
、
日
本
語
に
も
確
固
と
し
た
構
造
が
在
る
こ
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外大生にすすめる古典

古
典
の
森
へ
よ
う
こ
そ

兎に角君に教えるがね。一切の理論は灰いろで、緑なのは黄
こ が ね

金なす生活の木だ。―ゲーテ『ファ
ウスト』より。書物で見つけた灰色の理論など、生活の無類の幸福と比べれば大したものでは
ない。とはいえ書物から学ぶことは多く、時には読書に励むことも必要である。（K）

私は誰か？―アンドレ・ブルトン『ナジャ』より。1928 年に発表された本作は、自分への問
いかけから始まる。妖精のようなナジャと暮らす日々―実際に出会った人物、出来事、言葉
を克明に記録するという小説のスタイルには「真の人生」が見え隠れする。（Y）

と
が
分
か
り
ま
す
。
後
者
は
、
数
学
者
に
よ
る
書
で
、
日
本
語
の
構

造
背
景
に
あ
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
教
え
て
く
れ
ま
す
。
無
自
覚
に
使
っ

て
い
る
日
本
語
の
そ
の
表
現
を
使
う
訳
が
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
と
合

点
が
行
く
で
し
ょ
う
。

Ｈ
・
ブ
ラ
ッ
ド
リ
『
英
語
発
達
小
史
』
寺
澤
芳
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九

八
二
年

社
会
で
使
わ
れ
る
こ
と
ば
は
、
間
違
い
な
く
発
達
や
変
化
の
推
移

な
ど
過
去
を
背
負
っ
て
い
ま
す
。
本
書
か
ら
単
語
の
由
来
や
表
現
獲

得
の
経
緯
な
ど
、
孤
立
語
化
に
突
き
進
む
こ
と
ば
の
変
遷
を
再
認
識

す
れ
ば
、
語
の
配
置
が
持
つ
特
別
な
意
味
な
ど
、
英
語
知
識
の
再
構

成
と
意
識
化
が
い
っ
そ
う
進
む
で
し
ょ
う
。
い
ず
れ
も
外
国
語
の
闇

を
照
ら
す
高
照
度
の
灯
明
で
す
。
外
国
語
を
使
っ
て
い
る
自
分
の
影

が
見
え
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
世
界
を
照
ら
す
こ
と
が
で

き
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

中
野
敏
男
（
な
か
の　
と
し
お
）

総
合
国
際
学
研
究
院
教
授
　
社
会
学

マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ェ
ー
バ
ー
『
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
の
倫
理
と
資
本
主

義
の
精
神
』
大
塚
久
雄
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
八
九
年

カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
『
資
本
論　

第
一
巻
』（
上
・
下
）
今
村
仁
司
／
三
島

憲
一
／
鈴
木
直
訳
、
筑
摩
書
房
、
二
〇
〇
五
年

「
古
典classic

」
と
い
う
の
は
、
も
ち
ろ
ん
古
い
と
い
う
こ
と
で
は

な
く
、
つ
ね
に
変
わ
ら
ぬ
確
か
な
準
拠
点
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ

う
。
そ
こ
に
立
ち
返
れ
ば
、
い
つ
も
し
っ
か
り
し
た
思
考
の
論
理
が

示
さ
れ
、
繰
り
返
し
新
し
い
着
想
が
得
ら
れ
、
こ
こ
で
切
実
な
現
在

を
考
え
る
上
で
も
確
か
な
導
き
の
手
を
さ
し
の
べ
て
く
れ
る
、
そ
ん

な
書
物
こ
そ
「
古
典
」
と
言
う
に
ふ
さ
わ
し
い
と
す
れ
ば
、
わ
た
し

に
と
っ
て
の
「
古
典
」
は
間
違
い
な
く
こ
の
二
冊
で
あ
る
。

そ
う
言
っ
て
も
、
社
会
科
学
の
古
典
と
い
え
ば
必
ず
出
て
く
る
二

冊
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
は
恐
ろ
し
く
難
解
で
あ
る
に
違
い

な
い
と
尻
込
み
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
古

典
が
本
当
に
す
ご
い
の
は
、
読
者
の
求
め
や
レ
ベ
ル
に
応
じ
て
そ
れ

ぞ
れ
そ
れ
な
り
に
お
も
し
ろ
く
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
始
め
は
ゆ
っ
く
り
読
む
こ
と
が
大
切
だ
。
迷
子
に
な

ら
な
い
く
ら
い
の
ス
ピ
ー
ド
で
丁
寧
に
読
む
。
そ
う
す
る
と
、
な
に

か
が
思
考
の
網
に
か
か
っ
て
き

て
、
な
る
ほ
ど
と
分
か
る
こ
と

が
少
し
ず
つ
出
て
く
る
し
、
そ

こ
に
発
見
が
あ
る
。
そ
う
な
る

と
、
今
度
は
書
物
の
力
が
「
分

か
る
」
を
導
い
て
く
れ
る
か
ら
、

安
心
し
て
そ
れ
に
付
い
て
い
け
ば
い
い
。
そ
ん
な
至
福
の
読
書
体
験

が
で
き
る「
ゆ
っ
く
り
し
た
時
間
」。
そ
れ
は
学
生
の
と
き
の
特
権
だ

か
ら
、
ど
こ
か
で
立
ち
止
ま
っ
て
そ
う
し
た
時
間
を
一
度
は
作
っ
て

み
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
人
生
が
変
わ
り
ま
す
よ
。

南 

潤
珍
（
ナ
ム 

ユ
ン
ジ
ン
）

総
合
国
際
学
研
究
院
准
教
授
　
韓
国
語
学
　

作
者
・
年
代
未
詳
『
춘
향
전　

전
집
（
春
香
伝
全
集
）』
キ
ム
・
ジ
ニ
ョ
ン

編
、
博
而
精
（
ソ
ウ
ル
）、
一
九
九
七
年

作
者
・
年
代
未
詳
『
심
청
전　

전
집
（
沈
清
伝
全
集
）』
キ
ム
・
ヒ
ョ
ン
ジ

ュ
／
キ
ム
・
ジ
ニ
ョ
ン
編
、
博
而
精
（
ソ
ウ
ル
）、
一
九
九
七
年

作
者
・
年
代
未
詳
『
흥
부
전　

전
집
（
興
夫
伝
全
集
）』
キ
ム
・
ジ
ニ
ョ
ン

編
、
博
而
精
（
ソ
ウ
ル
）、
一
九
九
七
年

こ
こ
で
紹
介
す
る
三
篇
の
古
典
小
説
は
、
一
八
世
紀
以
後
に
筆
写

さ
れ
た
と
推
定
さ
れ
、
作
者
も
知
ら
れ
て
い
な
い
。
韓
国
の
伝
統
的

な
公
演
芸
術
「
パ
ン
ソ
リ
」
の
演
目
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
る
た
め

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
は
、
韓
国
文
学
に
お
け
る
「
パ
ン
ソ
リ
系

小
説
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
中
で
最
も
有
名
な
作
品
で
あ
る
。
ス
ト
ー

リ
ー
の
基
と
な
っ
た
パ
ン
ソ
リ
に
複
数
の
流
派
が
あ
っ
た
こ
と
も
あ

り
、
小
説
と
し
て
定
着
さ
れ
て
か
ら
は
な
お
さ
ら
多
く
の
変
種
が
出

て
、
現
在
、
数
十
種
の
異
本
が
伝
わ
っ
て
い
る
。
朝
鮮
半
島
の
人
々

に
ど
れ
ほ
ど
愛
さ
れ
て
き
た
の
か
を
物
語
る
事
実
で
あ
ろ
う
。

『
春
香
伝
』
は
、若
い
男
女
の
恋
が
様
々
な
社
会
的
抑
圧
を
超
え
て

結
ば
れ
る
物
語
で
あ
り
、『
沈
清
伝
』
は
、親
孝
行
の
理
念
と
シ
ン
デ

レ
ラ
・
ス
ト
ー
リ
ー
が
合
体
し
た
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
り
、『
興
夫

伝
』
は
、
善
人
と
悪
人
の
対
立
構
図
を
通
じ
て
経
済
構
造
の
変
化
に

伴
う
価
値
観
の
葛
藤
を
反
映
し
た
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品

は
物
語
性
だ
け
で
な
く
、
風
刺
と
ユ
ー
モ
ア
に
富
ん
だ
表
現
で
近
代

朝
鮮
の
民
衆
の
意
識
を
表
し
て
い
る
と
評
価
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
作
品
の
人
物
像
は
時
代
と
と
も
に
再
解
釈
さ
れ
、
現
代

文
学
を
は
じ
め
、
ド
ラ
マ
や
映
画
に
も
よ
く
登
場
す
る
。
韓
国
人
の

心
を
理
解
す
る
の
に
欠
か
せ
な
い
貴
重
な
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
こ
こ

で
古
典
と
し
て
紹
介
す
る
所
以
で
あ
る
。

水
野
善
文
（
み
ず
の　
よ
し
ふ
み
）

総
合
国
際
学
研
究
院
教
授
　
イ
ン
ド
文
学
・
イ
ン
ド
思
想

『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド･

ギ
ー
タ
ー
』
上
村
勝
彦
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年

『
マ
ヌ
法
典
』
渡
瀬
信
之
訳
注
、
平
凡
社
東
洋
文
庫
、
二
〇
一
三
年

「
イ
ン
ド
人
も
吃
驚
！
」
っ
て
、今
の
学
生
諸
君
は
知
ら
な
い
だ
ろ
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外大生にすすめる古典

古
典
の
森
へ
よ
う
こ
そ

そうか、そうか、つまりきみはそんなやつなんだな。―ヘルマン・ヘッセ『少年の日の思い
出』より。許されることのない過ちを犯してしまった主人公の息苦しさを、蝶をモチーフに生々
しく描き出した短編。国語の教科書で読んだ人も多いのでは。（M）

これらの役人の大半は……受けた教育のせいで、都市部でしか気持ちよく暮らせなかった。
―ウィルフレッド・セシジャー『湿原のアラブ人』より。警官が赴任地の自然を前に、ラジ
オなしでは退屈で発狂しそうだと著者に訴える。著者、英国人なんですけどね。（A）

う
ね
。
テ
レ
ビ
に
流
れ
た
の
が

一
九
六
四
年
と
い
う
か
ら
、
ち

ょ
う
ど
五
〇
年
前
、
イ
ン
ド
人

も
驚
く
ほ
ど
美
味
し
い
と
い
う

某
カ
レ
ー
・
ル
ー
の
コ
マ
ー
シ

ャ
ル
。
カ
レ
ー
そ
っ
ち
の
け
で
、

そ
れ
ほ
ど
イ
ン
ド
は
驚
愕
一
杯
の
国
な
ん
だ
、
と
純
真
な
幼
心
に
刻

み
込
ま
れ
た
の
は
、
私
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
紹
介
す
る
の
が
、
イ
ン
ド
古
典
か
ら
。
ご
存
じ
長
大
な
叙

事
詩
『
マ
ハ
ー
・
バ
ー
ラ
タ
』
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
『
バ
ガ
ヴ
ァ

ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』。
栅
や
結
果
を
恐
れ
ず
、
自
分
に
課
せ
ら
れ
た

義
務
（
ス
ヴ
ァ
ダ
ル
マ
）
を
と
に
か
く
為
せ
、
と
教
え
る
。「
今
で
し

ょ
！
」
の
ご
本
家
と
言
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。

も
う
一
点
は
、二
世
紀
ご
ろ
に
は
成
立
し
て
い
た
生
活
規
範
書『
マ

ヌ
法
典
』。
家
族
の
な
か
で
そ
れ
ぞ
れ
の
成
員
が
ど
う
振
舞
う
べ
き

か
、
罪
を
ど
う
清
め
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
前

者
は
、
現
代
の
イ
ン
ド
映
画
に
お
け
る
家
族
の
肖
像
分
析
に
、
後
者

は
ガ
ン
ジ
ス
川
を
シ
ン
ボ
ラ
イ
ズ
し
た
女
神
の
清
浄
性
分
析
に
、
そ

れ
ぞ
れ
今
年
当
ゼ
ミ
の
卒
論
で
参
考
に
供
さ
れ
た
。

古
典
な
が
ら
、
い
ず
れ
も
イ
ン
ド
人
の
行
動
パ
タ
ー
ン
を
理
解
す

る
一
助
と
し
て
必
読
の
書
で
あ
る
。

八
木
久
美
子
（
や
ぎ　
く
み
こ
）

総
合
国
際
学
研
究
院
教
授
　
宗
教
学
︵
近
代
イ
ス
ラ
ム
︶

①
遠
藤
周
作
『
沈
黙
』
新
潮
文
庫
、
一
九
八
一
年

②
ナ
ギ
ー
ブ
・
マ
フ
フ
ー
ズ
『
カ
イ
ロ
三
部
作
』
塙
治
夫
訳
、
国
書
刊
行

会
、
二
〇
一
一–

二
〇
一
二
年

③
Ｒ
・
Ａ
・
ニ
コ
ル
ソ
ン
『
イ
ス
ラ
ム
の
神
秘
主
義

―
ス
ー
フ
ィ
ズ
ム

入
門
』
中
村
廣
治
郎
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
六
年

①
は
遠
藤
周
作
が
、
日
本
の
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
キ
リ
ス
ト
教
と

い
う
宗
教
に
真
っ
向
か
ら
取
り
組
ん
だ
作
品
。
異
文
化
そ
の
も
の
と

思
わ
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
が
日
本
人
に
と
っ
て
真
に
意
味
あ
る
も
の
で

あ
り
得
る
こ
と
を
み
ご
と
に
示
し
て
い
る
。

②
は
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
エ
ジ
プ
ト
人
作
家
に
よ
る
三

部
か
ら
な
る
長
編
小
説
で
あ
る
。
両
大
戦
間
の
カ
イ
ロ
の
下
町
に
生

き
た
家
族
三
代
を
主
人
公
に
し
た
作
品
で
、
二
〇
世
紀
前
半
に
新
し

い
国
造
り
を
目
指
し
て
闘
っ
た
人
々
の
経
験
が
い
き
い
き
と
描
き
出

さ
れ
て
い
る
。
作
者
の
自
伝
的
な
部
分
も
多
く
、
当
時
の
知
識
人
が

新
し
い
西
洋
の
思
想
に
魅
惑
さ
れ
つ
つ
、
イ
ス
ラ
ム
の
信
仰
と
の
矛

盾
に
苦
悩
す
る
姿
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

③
は
タ
イ
ト
ル
の
と
お
り
、
イ
ギ
リ
ス
の
東
洋
学
者
に
よ
る
イ
ス

ラ
ム
の
神
秘
主
義
に
つ
い
て
の
入
門
書
だ
。
ウ
ラ
マ
ー
が
代
表
す
る

い
わ
ゆ
る
「
公
的
」
イ
ス
ラ
ム

で
は
な
く
、
精
神
世
界
の
内
奥

に
入
り
込
む
よ
う
な
イ
ス
ラ

ム
の
側
面
を
見
た
い
と
す
れ

ば
、
神
秘
主
義
は
格
好
の
切
り

口
に
な
る
。

文
化
の
違
い
を
超
え
て
、
人
が
何
を
考
え
て
い
る
か
、
何
と
格
闘

し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
追
い
か
け
る
の
が
好
き
と
い
う
人
に
は
こ

の
三
冊
は
お
す
す
め
で
あ
る
。

山
本
真
司
（
や
ま
も
と　
し
ん
じ
）

総
合
国
際
学
研
究
院
准
教
授
　
イ
タ
リ
ア
語
学

① C
arlo Tagliavini, Le origini delle lingue neolatine, Pàtron, Bologna, 

5a ed., 1969

② A
dolf A

dam
, C

orso di liturgia, Editrice Q
ueriniana, Brescia, 2° ed. 

1990 (G
rundriss Liturgie, Verlag H

erder, Freiburg im
 Breisgau, 

1985)

古
典
と
い
う
言
葉
を
私
な
り
に
解
釈
し
た
結
果
、
教
科
書
・
学
習

書
と
し
て
定
評
が
あ
り
、
学
術
的
な
扱
い
に
も
耐
え
ら
れ
る
よ
う
な
、

入
門
書
を
紹
介
す
る
こ
と
に
し
た
。
①
は
ロ
マ
ン
ス
語
言
語
学
の
教

科
書
、
②
は
キ
リ
ス
ト
教
に
関
す
る
本
で
あ
る
。
ま
た
、
も
と
も
と
、

①
は
イ
タ
リ
ア
語
、
②
は
ド
イ
ツ
語
で
書
か
れ
た
も
の
だ
が
、
翻
訳

が
出
て
い
る
の
で
様
々
な
言
語
で
読
む
こ
と
が
可
能
だ
と
聞
く
。
こ

れ
も
「
古
典
」
と
し
て
の
価
値
を
物
語
る
一
面
で
あ
ろ
う
（
ど
ち
ら
も

私
は
イ
タ
リ
ア
語
で
読
ん
だ
が
）。

 

①
は
、
私
が
大
学
院
生
だ
っ
た
こ
ろ
、
ロ
マ
ン
ス
語
学
の
授
業
で

は
、外
語
大
で
も
（
イ
タ
リ
ア
語
学
担
当
教
官
の
秋
山
余
思
先
生
の
授
業
）
ま

た
留
学
先
（
イ
タ
リ
ア
、
パ
ド
ヴ
ァ
大
学
）
で
も
、
こ
の
本
が
教
科
書
あ

る
い
は
参
考
文
献
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
個
々
の
ロ
マ
ン
ス
語
の

概
要
だ
け
で
は
な
く
、
ロ
マ
ン
ス
語
言
語
学
の
歴
史
に
つ
い
て
、
そ

の
主
な
理
論
や
そ
れ
を
生
み
出
し
た
研
究
者
た
ち
の
名
前
に
触
れ
な

が
ら
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
本
で
あ

る
。
年
代
的
な
限
界
は
当
然
あ
る
と
し
て
、歴
史
言
語
学・方
言
学・

文
献
学
を
統
合
し
た
古
典
的
な
言
語
研
究
（
イ
タ
リ
ア
語
で
は
、
こ
れ
を
、

linguistica 

と
区
別
し
てglottologia 

と
呼
ぶ
）
を
概
観
す
る
の
に
は
大
変

良
い
本
で
あ
る（
概
観
と
い
っ
て
も
そ
れ
な
り
の
ペ
ー
ジ
数
が
あ
る
本
な
の
で

簡
単 

に
は
読
み
終
え
ら
れ
な
い
が
）。

②
は
、聖
職
者
養
成
の
コ
ー
ス
で
も
使
わ
れ
て
い
る
教
材
だ
が
、平

易
な
文
体
で
書
か
れ
て
い
て
、
一
般
の
人
に
も
勧
め
ら
れ
る
と
思
う
。

儀
礼
文
化
論
の
立
場
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
の
理
解
を
深
め
る
の
に
役

立
つ
と
と
も
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
典
礼
研
究
の
膨
大
な
成
果
を
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外大生にすすめる古典

古
典
の
森
へ
よ
う
こ
そ

沈黙するためには、ことばが必要である。―石原吉郎『望郷と海』より。この一行が書き記
された背後にある、過酷な時間と繊細で強靭な意識を心底想像せよ。そして、この詩人（本学
出身）が、いかにしてことばとともに生きてきたかを知れ。（R）

建築の仕事をしている間にも快適に住める何か別の家を準備しなければならない。―デカル
ト『方法序説』より。「我思う、故に我あり」の言葉の背景には、研究をしながら雑務に追われ、
ものごとをシンプルに済ませたい、という現実的な思いがあるように感じる。（S）

垣
間
見
さ
せ
て
く
れ
る
本
で
も
あ
り
、
キ
リ
ス
ト
教
が
、
い
わ
ゆ
る

大
航
海
時
代
以
前
か
ら
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
圏
に
と
ど
ま
ら
な
い

世
界
的
な
広
が
り
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
も
再
認
識
さ
せ
て
く
れ
る
。

そ
の
内
容
は
、
特
に
、
カ
ト
リ
ッ
ク
や
ギ
リ
シ
ャ
正
教
の
伝
統
を
知

る
人
に
は
な
じ
み
深
い
点
が
多
い
と
思
う
が
、（
日
本
の
キ
リ
ス
ト
教
界

で
は
多
数
派
で
あ
る
）
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
立
場
か
ら
は
、
い
く
ら
か

新
鮮
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

ラ
ー
ム
・
ド
ヴ
ィ
ヴ
ェ
ー
デ
ィ
（D

W
IV

ED
I, Ram

 Prakash

）

世
界
言
語
社
会
教
育
セ
ン
タ
ー
特
任
准
教
授
　
メ
デ
ィ
ア
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ

(M
unshi 

Prem
chand, R

angbhum
i: T

he A
rena of Life, Translated by 

C
hristopher R. K

ing, O
xford U

niversity Press, U
SA

, 2010)

『
ラ
ン
グ
ブ
ー
ミ
』（
一
九
二
五
年
初
版
）
は
高
名
な
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語

作
家
の
一
人
、
ム
ン
シ
ー
・
プ
レ
ー
ム
チ
ャ
ン
ド
（
一
八
八
〇–

一
九

三
六
）
の
著
し
た
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
の
長
篇
小
説
で
あ
る
。
こ
の
小
説

は
、
伝
統
と
変
容
す
る
近
代
的
価
値
観
と
の
問
題
、
と
り
わ
け
封
建

主
義
と
産
業
化
と
の
間
に
生
じ
る
衝
突
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。
封

建
社
会
に
お
い
て
、
土
地
は
財
産
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
生
活
の
一
部

で
あ
り
、
祖
先
の
記
憶
と
し
て
、
ど
れ
だ
け
の
代
価
を
払
っ
て
で
も

売
却
さ
れ
ず
に
守
ら
れ
る
。

物
語
は
、
イ
ギ
リ
ス
支
配
下
の
イ
ン
ド
に
お
け
る
封
建
領
主
と
土

地
に
飢
え
た
産
業
資
本
家
か
ら
、
自
ら
の
な
け
な
し
の
土
地
を
守
る

た
め
に
闘
う
英
雄
ス
ー
ル
ダ
ー
ス
を
巡
っ
て
展
開
す
る
。
彼
の
闘
う

姿
勢
は
一
般
に
言
え
ば
道
徳
主
義
、
詳
細
に
述
べ
れ
ば
ガ
ー
ン
デ
ィ

ー
主
義
だ
。
物
語
は
真
に
迫
る
広
範
な
も
の
で
あ
り
、
一
九
二
〇
年

代
か
ら
一
九
三
〇
年
代
の
独
立
以
前
の
イ
ン
ド
に
確
か
に
存
在
し
た

貧
し
い
農
民
、
彼
ら
を
搾
取
す
る
イ
ン
ド
人
地
主
に
対
す
る
イ
ギ
リ

ス
人
支
配
者
の
黙
認
と
い
う
当
時
の
時
代
性
を
映
し
出
し
て
い
る
と

い
え
る
。

作
中
で
は
、
ふ
た
つ
の
筋
が
同
時
並
行
的
に
進
展
す
る
。
主
と
な

る
筋
は
、
資
本
主
義
と
産
業
の
力
に
対
す
る
道
徳
的
な
古
い
価
値
観

の
敗
北
だ
。
も
う
一
方
は
ヴ
ィ
ナ
エ
（
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
の
男
）
と
ソ
フ

ィ
ア
（
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
女
）
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
、異
文
化
間
の

ロ
マ
ン
ス
で
あ
り
、
ふ
た
つ
の
筋
は
時
に
交
差
し
な
が
ら
物
語
を
織

り
な
す
。

作
者
プ
レ
ー
ム
チ
ャ
ン
ド
が
こ
の
よ
う
な
構
成
に
し
た
意
図
は
、

小
説
を
読
み
や
す
く
、
か
つ
面
白
く
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
プ

レ
ー
ム
チ
ャ
ン
ド
は
技
巧
に
た
け
た
名
匠
で
も
あ
る
。
彼
の
性
格
描

写
の
手
法
は
独
特
で
あ
り
、
哲
学
と
行
動
、
伝
統
と
近
代
、
支
配
者

と
被
支
配
者
を
そ
れ
ぞ
れ
混
成
さ
せ
る
。

「
歴
史
意
識
」
に
ふ
れ
る
四
つ
の
古
典岩

崎 

稔　

知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
来
年
の
東
京
外
大
の
前
期
日
程
入
試
の
個
別

学
力
試
験
か
ら
、
地
歴
の
選
択
科
目
に
「
日
本
史
」
が
加
わ
る
。
こ
れ
は

何
も
、
政
治
家
を
初
め
と
し
て
、
世
の
中
に
は
び
こ
り
始
め
て
い
る
「
日

本
、
日
本
」
と
自
分
の
こ
と
ば
か
り
を
言
い
た
て
た
が
る
風
潮
と
は
ま
っ

た
く
関
係
が
な
い
。
世
界
史
に
し
て
も
、
日
本
史
に
し
て
も
、
要
す
る
に

大
切
な
の
は
、
い
ま
目
前
に
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
、
過
去
と
の
対
話
の

な
か
で
相
対
化
し
、
出
来
事
を
わ
た
し
た
ち
の
行
為
の
結
果
か
ら
な
る
地

層
と
み
る
感
覚
な
の
だ
と
考
え
た
か
ら
こ
そ
の
改
革
だ
っ
た
。
方
向
性
と

し
て
は
、
む
し
ろ
軽
薄
な
自
文
化
賛
美
と
は
反
対
に
、
自
分
の
外
と
内
に

存
在
す
る
他
者
の
声
に
よ
く
耳
を
傾
け
る
学
生
に
来
て
ほ
し
い
と
望
ん
だ

結
果
だ
。
そ
こ
で
、「
歴
史
意
識
」
と
い
う
観
点
か
ら
四
点
、
文
庫
・
新
書

に
な
っ
て
い
る
古
典
を
挙
げ
よ
う
。

古
代
か
ら
は
ヘ
ロ
ド
ト
ス
の
『
歴
史
』（
松
平
千
秋
訳
、
全
三
巻
、
岩
波
文
庫
）

で
は
ど
う
だ
ろ
う
。
過
去
に
つ
い
て
語
り
、
書
き
留
め
る
と
い
う
こ
と
が
、

ど
の
よ
う
な
動
機
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
の
か
を
考
え
る
機
縁
に
な
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
の
『
歴
史
哲
学
講
義
』（
長
谷
川
宏
訳
、
全
二
巻
、
岩
波
文
庫
）
は
、
そ
の
ヨ

本
学
出
版
会
編
集
委
員
と
編
集
ス
タ
ッ
フ
、
そ
し
て
附
属
図
書
館
職
員
の
み
な
さ
ん
か
ら
、
文

庫
・
新
書
で
読
め
る
お
す
す
め
の
古
典
を
ご
紹
介
い
た
だ
き
ま
し
た
。
本
を
こ
よ
な
く
愛
す
る
選

者
に
よ
る
古
典
案
内
と
し
て
ご
活
用
く
だ
さ
い
。冒
頭
は
わ
が
編
集
長
の
岩
崎
稔
先
生
の
エ
ッ
セ

イ
、
そ
の
後
の
古
典
案
内
は
ジ
ャ
ン
ル
別
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。 

　
　
　
　︵
編
集
部
︶

文
庫
・
新
書
で
読
む 

お
す
す
め
の
古
典
40

ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
に
憤
然
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
歴

史
と
は
バ
ラ
バ
ラ
の
出
来
事
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
が
壮
大
な
プ
ロ

ッ
ト
を
な
す
過
去
現
在
未
来
の
実
に
大
き
な
物
語
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、

最
大
の
ス
ケ
ー
ル
で
体
験
で
き
る
。
そ
れ
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弟
子
筋
と

い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、マ
ル
ク
ス
の
『
ル
イ
・
ボ
ナ
パ
ル
ト
の
ブ
リ

ュ
メ
ー
ル
18
日
』（
植
村
邦
彦
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
は
、
歴
史
の
ア
イ
ロ
ニ

ー
を
把
み
と
り
、
ま
さ
に
目
前
で
起
こ
っ
て
い
る
出
来
事
の
歴
史
性
を
読

解
す
る
、
と
い
う
手
際
が
ど
う
い
う
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
の
か
を
実
例

と
し
て
示
し
て
く
れ
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
二
〇
世
紀
か
ら
、
Ｅ
・
Ｈ
・

カ
ー
の
『
歴
史
と
は
何
か
』（
岩
波
新
書
）
を
選
ぼ
う
。
高
校
生
に
だ
っ
て
よ

く
知
ら
れ
て
い
る
一
冊
だ
が
、
歴
史
と
い
う
も
の
は
、
何
か
放
っ
て
お
い

て
も
そ
こ
に
ゴ
ロ
リ
と
存
在
し
て
い
る
何
か
を
書
き
写
し
て
保
存
す
る
行

為
な
ん
だ
と
少
し
で
も
思
っ
て
い
る
な
ら
、
分
か
り
や
す
い
語
り
口
で
あ

り
な
が
ら
、
そ
れ
は
と
ん
で
も
な
い
間
違
い
だ
と
カ
ー
が
論
じ
て
い
る
く

だ
り
に
、
ぜ
ひ
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
。

ど
ん
な
歴
史
も
、
そ
れ
を
語
る
と
い
う
行
為
と
語
る
ひ
と
が
な
く
て
は

成
立
し
な
い
、
不
確
か
で
壊
れ
や
す
い
営
み
な
の
だ
。
だ
が
、
そ
の
感
受

性
が
希
薄
に
な
っ
て
い
く
と
き
に
、
人
間
の
文
化
は
荒
っ
ぽ
く
、
粗
雑
で
、

好
戦
的
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ち
ょ
う
ど
い
ま
の
時
代
の
よ
う
に
。

い
わ
さ
き
・
み
の
る　

本
学
国
際
社
会
学
部
長
・
出
版
会
編
集
長
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古
典
の
森
へ
よ
う
こ
そ

文庫・新書で読むおすすめの古典 40

未開墾地帯のバナナ園との境界線は、完全に直線ではない。―A・ロブ＝グリエ『嫉妬』より。
印象的なバナナ園の描写で始まるアンチ・ロマンの金字塔。バルザック（物語過去）→カミュ（複
合過去）→ロブ＝グリエ（直接法現在）と、動詞変化をたどるのも楽しい。（H）

常に酔っていなければならない。それこそは一切、それこそ唯一の問題である。―ボードレー
ル『パリの憂鬱』より。忙しない時代に生きていようとも、吹く風や陽の光に身をゆだね、あ
るいは、音楽や酒に身をゆだね、「酔い」を味わうことを忘れてはいけない。（K）

【
歴
史・地
域
】

西
郷
信
綱
『
古
事
記
の
世
界
』
岩
波
新
書
、
一
九
六

七
年

特
定
の
観
念
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
科
学
的

客
観
的
合
理
的
な
態
度
で
古
事
記
に
の
ぞ

む
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
住
み
こ
み
古
代

人
と
対
話
し
つ
つ
手
さ
ぐ
り
で
読
み
す
す

む
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
自
分
の
も
の
と

し
て
古
事
記
を
真
に
理
解
で
き
る
と
い
う
。

（
早
津
恵
美
子
）

ミ
シ
ェ
ル
・
レ
リ
ス
『
幻
の
ア
フ
リ
カ
』
岡
谷
公

二
／
田
中
淳
一
／
高
橋
達
明
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二

〇
一
〇
年自

分
が
い
ま
立
ち
つ
く
す
こ
の
土
地
と
は
、

い
っ
た
い
ど
こ
な
の
か
、
そ
し
て
自
分
と

は
、
い
っ
た
い
何
者
な
の
か
。
フ
ラ
ン
ス

の
詩
人
ミ
シ
ェ
ル
・
レ
リ
ス
が
若
き
日
に

訪
れ
た
ア
フ
リ
カ
滞
在
中
の
日
誌
。
古
典

と
は
、
し
ば
し
ば
奇
書
で
あ
る
。（

真
島
一
郎
）

エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ド
・
ラ
・
ボ
エ
シ
『
自
発
的

隷
従
論
』
西
谷
修
監
修
、
山
上
浩
嗣
訳
、
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、

二
〇
一
三
年

巨
大
な
暴
力
と
闘
う
と
き
に
、
暴
力
は
必

要
な
い
。
権
力
者
に
隷
従
し
な
い
と
各
自

が
心
に
誓
い
さ
え
す
れ
ば
、
権
力
は
自
然

に
崩
壊
す
る
。一
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の「
チ

ョ
ー
古
典
」
が
、
時
代
を
こ
え
、
今
ま
た

世
界
に
、
日
本
に
よ
み
が
え
る
。（

真
島
一
郎
）

鈴
木
博
之
『
東
京
の
地
霊
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
二

〇
〇
九
年中

心
か
ら
の
距
離
で
極
座
標
的
に
〈
空

間
〉を
構
成
す
る
西
欧
に
た
い
し
、日
本
人

は
そ
こ
で
な
く
て
は
な
ら
な
い〈
場
所
〉の

つ
ら
な
り
と
し
て
空
間
を
と
ら
え
る
。〈
場

所
〉
に
は
歴
史
が
堆
積
し
、
土ゲ

ニ
ウ
ス
・
ロ
キ

地
の
精
神

と
な
っ
て
漂
う
。
歴
史
建
造
物
の
保
存
・

活
用
を
先
導
し
た
著
者
が
遺
し
た
日
本
建

築
史
論
の
古
典
。 

　
（
千
葉
敏
之
）

孫
文
『
三
民
主
義
』（
上
・
下
）
安
藤
彦
太
郎
訳
、
岩
波

文
庫
、
二
〇
一
一
年

語
る
人
、
孫
文
。
近
代
の
す
べ
て
の
時
刻

と
地
理
を
渉
り
な
が
ら
、
世
界
／
地
域
に

つ
い
て
共
通
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
引
き
出
そ

う
と
す
る
声
は
、
何
よ
り
聴
き
や
す
く
面

白
い
。
自
国
と
共
に
帝
国
日
本
へ
の
コ
ト

バ
に
も
富
み
、
現
代
世
界
に
も
こ
の
「
古

典
」
が
必
要
だ
と
し
た
ら
、
孫
文
は
嘆
く

だ
ろ
う
。
語
る
人
の
声
を
聴
く
の
は
君
。

（
橋
本
雄
一
）

辻
邦
生
『
安
土
往
還
記
』
新
潮
文
庫
、
一
九
七
二
年

織
田
信
長
の
時
代
を
ポ
ル
ト
ガ
ル
の
宣
教

師
た
ち
の
視
点
か
ら
描
い
た
歴
史
小
説
。

高
校
ま
で
に
学
ん
で
き
た
「
日
本
史
」
と

は
何
か
、「
織
田
信
長
」
と
は
誰
な
の
か
。

私
た
ち
が
習
っ
た
歴
史
は
テ
レ
ビ
で
見
る

世
界
の
よ
う
に
狭
く
て
色
が
な
い
こ
と
を

知
る
一
冊
。 

 

　
（
古
橋
英
枝
）

安
丸
良
夫
『
日
本
の
近
代
化
と
民
衆
思
想
』
平

凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
九
年

幕
末
か
ら
明
治
初
め
に
か
け
て
起
こ
っ
た

民
衆
運
動
を
可
能
に
し
た
背
景
を
、
史
料

か
ら
探
り
確
認
し
て
い
く
。
私
達
の
身
近

に
あ
る
道
徳
は
、
人
々
を
体
制
に
倣
わ
せ

る
装
置
で
あ
る
反
面
、
そ
の
体
制
に
抗
う

一
手
と
な
り
得
る
と
い
う
指
摘
に
思
わ
ず

唸
り
、
ま
た
、
学
問
に
対
す
る
真
摯
な
姿

勢
を
学
べ
る
必
読
書
。 

　
（
石
川
偉
子
）

シ
ュ
リ
ー
マ
ン
『
古
代
へ
の
情
熱

―
シ
ュ
リ

ー
マ
ン
自
伝
』
関
楠
生
訳
、
新
潮
文
庫
、
一
九
七
七
年

ギ
リ
シ
ャ
神
話
の
伝
説
の
都
市
「
ト
ロ
イ

ア
」
は
実
在
す
る

―
。
少
年
時
代
に
抱

い
た
夢
を
、
遺
跡
発
掘
に
よ
っ
て
証
明
し

た
シ
ュ
リ
ー
マ
ン
は
言
語
を
短
期
間
で
マ

ス
タ
ー
す
る
方
法
を
発
見
、
じ
つ
に
十
数

カ
国
語
を
習
得
し
て
い
た
と
い
う
。
考
古

学
者
に
し
て
語
学
の
達
人
、
シ
ュ
リ
ー
マ

ン
の
波
乱
万
丈
記
。 

　
（
大
内
宏
信
）

竹
内
好
『
日
本
と
ア
ジ
ア
』
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一

九
九
三
年「

大
東
亜
戦
争
は
、
植
民
地
侵
略
戦
争
で

あ
る
と
同
時
に
、
対
帝
国
主
義
の
戦
争
で

も
あ
っ
た
。
こ
の
二
つ
の
側
面
は
、
事
実

上
一
本
化
さ
れ
て
い
た
が
、
論
理
上
は
区

別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」（「
近
代
の
超

克
」
一
九
五
九
年
）。
日
本
の
近
代
化
、
中
国

観
・
ア
ジ
ア
観
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
問

い
直
し
た
評
論
集
。 

　
（
大
内
宏
信
）

矢
内
原
忠
雄
『「
帝
国
主
義
下
の
台
湾
」
精
読
』

若
林
正
丈
編
、
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇
〇
一
年

帝
国
主
義
理
論
と
現
地
調
査
を
含
む
豊
富

な
デ
ー
タ
を
基
に
し
た
台
湾
研
究
の
古
典

『
帝
国
主
義
下
の
台
湾
』（
矢
内
原
忠
雄
著
、一

九
二
九
年
初
版
）
に
、編
者
が
詳
細
な
注
を
施

し
、
時
代
情
況
に
つ
い
て
考
究
し
た
。
凃

照
彦
『
日
本
帝
国
主
義
下
の
台
湾
』（
東
京

大
学
出
版
会
、
一
九
七
五
年
）
と
併
せ
て
読
み
た

い
。  

 

　
（
大
内
宏
信
）

フ
レ
イ
ザ
ー
『
金
枝
篇
』
永
橋
卓
介
訳
、
岩
波
文
庫
、

一
九
五
一
年

イ
タ
リ
ア
の
ネ
ミ
湖
湖
畔
に
存
在
し
た

「
森
の
王
」
を
テ
ー
マ
に
、
世
界
各
地
の

伝
承
・
習
俗
を
比
較
参
照
し
な
が
ら
仮
説

を
構
築
し
て
い
く
。
読
み
物
と
し
て
も
面

白
い
が
、
論
の
展
開
の
仕
方
な
ど
論
文
執

筆
の
お
手
本
と
し
て
も
参
考
に
な
る
図
書
。

（
布
野
真
秀
）

Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
『
歴
史
と
は
何
か
』
清
水
幾
太
郎

訳
、
岩
波
新
書
、
一
九
六
二
年

「
歴
史
と
は
現
在
と
過
去
の
対
話
で
あ

る
」
と
い
う
文
句
で
有
名
な
一
冊
。
客
観

性
を
重
視
す
る
近
代
歴
史
学
に
対
し
、
歴

史
認
識
に
は
主
観
と
い
う
プ
リ
ズ
ム
が
挟

ま
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
歴
史
に
つ

い
て
思
考
・
研
究
す
る
際
の
指
針
に
。

（
布
野
真
秀
）

渡
辺
一
夫
『
フ
ラ
ン
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
の
人
々
』

岩
波
文
庫
、
一
九
九
二
年

一
六
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
激
動
期
を
生
き
た
、

地
位
も
職
業
も
異
な
る
一
二
人
の
生
涯
を

た
ど
り
な
が
ら
、
ル
ネ
サ
ン
ス
の
実
態
と

本
質
を
描
く
。
そ
こ
に
は
、
人
間
と
は
何

か
、自
由
と
は
何
か
、歴
史
と
は
何
か
、
そ

の
始
原
の
姿
が
見
え
る
。
大
江
健
三
郎
解
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勝つは負ける日の初め、負けるはやがて勝つ日の初め。―吉川英治『新・平家物語』より。
平家物語の「盛者必衰」を暗示する一行は、現代を生きる私達の胸にも訴えかける。「国民文学
作家」と呼ばれた吉川の作品は、青空文庫で読むことができるようになった。（Y）

ああ、ミス――マリラ、空想ってすごくたのしいのに！―モンゴメリ『赤毛のアン』より。
児童文学の古典的名作。夢見がちでおしゃべりで感情豊かなアン。彼女が過ごす毎日は、想像
の羽でどこまでも飛んで行けたこども時代を鮮やかに思い出させてくれる。（M）

説
の
版
を
ぜ
ひ
。 

　
（
竹
中
龍
太
）

【
哲
学・思
想
】

荒
井
献
（
編
）『
新
約
聖
書
外
典
』
講
談
社
文
芸
文
庫
、

一
九
九
七
年

聖
書
の
世
界
は
、『
聖
書
』（
正
典
）
の
み
に

と
ど
ま
ら
な
い
。
イ
エ
ス
の
幼
少
期
や
少

女
マ
リ
ア
の
生
活
、
聖
パ
ウ
ロ
が
天
国
を

垣
間
見
た
話
な
ど
、
信
徒
の
想
像
力
を
刺

激
し
た
の
は
む
し
ろ
外
典
の
世
界
で
あ
っ

た
。
聖
書
の
「
古
典
」
か
ら
漏
れ
落
ち
た

聖
書
外
典
の
古
典
的
訳
業
。　
（
千
葉
敏
之
）

大
杉
栄
『
自
叙
伝
・
日
本
脱
出
記
』
飛
鳥
井
雅
道

校
訂
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一
年

「
一
犯
一
語
」。
監
獄
に
ブ
チ
込
ま
れ
る

た
び
に
、
獄
中
、
猛
勉
強
で
外
国
語
を
ひ

と
つ
マ
ス
タ
ー
し
た
大
正
期
最
大
の
ア
ナ

キ
ス
ト
大
杉
栄
は
、
外
大
生
の
大
先
輩
だ

（
仏
語
科
卒
）。
自
由
と
は
い
う
が
、
あ
な
た

は
こ
こ
ま
で
自
由
に
生
き
ら
れ
る
か
。

（
真
島
一
郎
）

『
荘
子
』（
全
四
冊
）
金
谷
治
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
七
一

年

宇
宙
と
は
〝
道タ

オ

〟
と
数
字
の
一
二
三
か
ら

成
る
と
老
子
は
定
義
し
た
が
、
生
き
が
た

さ
と
は
、
そ
の
宇
宙
に
立
っ
て
い
た
最
初

の
一
本
の
樹
を
ニ
ン
ゲ
ン
が
伐
っ
た
こ
と

に
始
ま
る
。
こ
の
こ
と
を
現
在
に
ま
で
証

明
し
続
け
る
の
が
、
抵
抗
し
つ
つ
天
翔
る

荘
子
で
す
。 

 

　
（
橋
本
雄
一
）

マ
ル
ク
ス
・
ア
ウ
レ
ー
リ
ウ
ス
『
自
省
録
』
神

谷
美
恵
子
訳
、
改
版
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
〇
七
年

ス
ト
ア
哲
学
に
傾
倒
し
、
そ
の
実
践
に
努

め
た
ロ
ー
マ
皇
帝
（
在
位
一
六
一–

一
八
〇
）
の

残
し
た
著
作
。
短
い
文
章
か
ら
な
り
、
読

み
や
す
い
。「
ス
ト
イ
ッ
ク
」と
い
う
言
葉

の
本
来
の
意
味
を
理
解
し
、
糧
と
し
た
い
。

（
上
田
誠
治
）

井
筒
俊
彦
『
イ
ス
ラ
ー
ム
思
想
史
』
中
公
文
庫
、二

〇
〇
五
年一

三
世
紀
ま
で
の
イ
ス
ラ
ー
ム
神
学
、
神

秘
主
義
、
哲
学
各
領
域
に
お
け
る
「
最
高

の
思
想
家
」
を
取
り
上
げ
た
通
史
。
イ
ス

ラ
ー
ム
を
宗
教
か
ら
だ
け
で
な
く
、
ギ
リ

シ
ア
・
西
洋
中
世
哲
学
へ
言
及
し
な
が
ら

解
説
す
る
視
点
の
広
さ
は
研
究
に
あ
た
り

多
く
の
指
摘
を
与
え
て
く
れ
る
。（
村
上
遥
）

三
木
成
夫
『
胎
児
の
世
界

―
人
類
の
生
命
記

憶
』
中
公
新
書
、
一
九
八
三
年

歴
史
は
書
物
の
中
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、

意
識
で
き
る
記
憶
に
あ
る
も
の
で
も
な
く
、

み
ず
か
ら
の
無
意
識
の
身
体
の
中
に
宿
っ

て
い
る
。
文
字
通
り
、
人
間
が
人
間
の
形

を
成
す
ま
で
の
時
間
の
中
に
、
は
る
か
な

る
歴
史
と
記
憶
を
探
る
。 　
（
竹
中
龍
太
）

山
口
昌
男
『
本
の
神
話
学
』
岩
波
現
代
文
庫
、
二
〇

一
四
年古

典
と
は
つ
ね
に
、
わ
た
し
た
ち
の
読
み

に
か
か
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
古
典

は
新
た
に
生
ま
れ
続
け
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
知
の
愉
楽
を
も
超
え
て
、
柔
ら

か
い
強
度
を
も
つ
思
考
を
示
し
、
ま
さ
に

古
典
の
海
を
泳
ぎ
生
き
た
著
者
に
よ
る
奇

跡
の
一
書
。 

 

　
（
竹
中
龍
太
）

【
言
語
】

エ
ド
ワ
ー
ド
・
サ
ピ
ア
『
言
語

―
こ
と
ば
の

研
究
序
説
』
安
藤
貞
雄
訳
、岩
波
文
庫
、一
九
九
八
年
（
初

版
一
九
二
一
年
）

「
序
説
」
と
は
い
え
簡
単
で
は
な
い
言
語

学
の
入
門
書
。
具
体
的
な
言
語
事
実
の
厳

密
な
分
析
の
中
に
も
主
情
が
感
じ
ら
れ
、

ブ
ル
ー
ム
フ
ィ
ー
ル
ド
や
ソ
シ
ュ
ー
ル
と

は
ひ
と
味
違
っ
て
い
る
の
は
、
心
理
学
に

親
し
み
詩
や
音
楽
を
愛
し
た
サ
ピ
ア
だ
か

ら
か
。 

　
　
　
　
　
（
早
津
恵
美
子
）

新
村
出
『
語
源
を
さ
ぐ
る
』
教
育
出
版
、
一
九
七
六

年
（
旺
文
社
文
庫
一
九
八
一
年
、
講
談
社
文
芸
文
庫
一
九
九
五

年
）

『
広
辞
苑
』の
編
者
に
よ
る
随
筆
。「
く
す

り
」
等
身
近
な
語
の
語
源
や
そ
れ
に
ま
つ

わ
る
古
今
東
西
の
話
が
、
か
な
り
専
門
的

な
内
容
も
ゆ
っ
た
り
語
ら
れ
る
。
同
じ
く

言
語
学
の
碩
学
に
よ
る
亀
井
孝
『
お
馬
ひ

ん
ひ
ん
』（
朝
日
選
書
）
も
ご
一
緒
に
ど
う
ぞ
。

（
早
津
恵
美
子
）

千
野
栄
一
『
外
国
語
上
達
法
』
岩
波
新
書
、
一
九
八

六
年

語
学
の
勉
強
を
始
め
る
前
に
ぜ
ひ
一
読
を
。

私
は
ほ
と
ん
ど
ザ
セ
ツ
し
か
か
っ
て
か
ら

読
み
ま
し
た
。
皆
さ
ん
に
は
、
○
○
語
が

「
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
の
自
分
な
り
の

定
義
、
す
な
わ
ち
目
的
を
は
っ
き
り
さ
せ

て
か
ら
勉
強
を
は
じ
め
て
ほ
し
い
と
思
い

ま
す
。 

　
　
　
　
　
（
大
和
加
寿
子
）

鈴
木
孝
夫
『
こ
と
ば
と
文
化
』
岩
波
新
書
、
一
九
七

三
年

「
異
」文
化
、「
他
」言
語
―
理
解
し
て

い
る
つ
も
り
で
も
問
わ
れ
る
と
言
葉
に
迷

う
、
そ
ん
な
時
に
開
く
一
冊
。
日
本
語
を

他
文
化
言
語
と
比
較
す
る
こ
と
で
客
観
的

に
捉
え
直
し
、
言
葉
が
文
化
と
社
会
に
よ

っ
て
規
制
さ
れ
る
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら

せ
る
。
そ
の
知
見
は
出
版
か
ら
四
〇
年
経

っ
た
今
も
色
褪
せ
な
い
。　
　
（
石
川
偉
子
）

【
文
学
】

壺
井
栄
『
二
十
四
の
瞳
』
新
潮
文
庫
、
一
九
五
七
年

一
年
生
一
二
人
と
お
な
ご
先
生
と
の
岬
の

分
教
場
で
の
明
る
い
日
々
は
先
生
の
怪
我

で
半
年
程
で
終
わ
る
。
そ
の
後
、
岬
を
も

じ
わ
じ
わ
と
覆
う
暗
い
影
に
翻
弄
さ
れ
た

先
生
と
子
ど
も
た
ち
は
、
昭
和
二
一
年
春

の
日
に
辛
さ
と
懐
か
し
さ
の
な
か
で
一
八

年
ぶ
り
に
寄
り
添
う
。　　
　
（
早
津
恵
美
子
）

北
條
民
雄
『
い
の
ち
の
初
夜
』
角
川
文
庫
、
一
九
五

五
年

「
生
命
で
す
。生
命
そ
の
も
の
、い
の
ち
そ

の
も
の
な
ん
で
す
」。
昭
和
一
二
年
、都
内

ハ
ン
セ
ン
病
者
収
容
施
設
に
て
、
二
四
歳

の
若
さ
で
他
界
し
た
作
家
・
北
條
民
雄
の

代
表
作
を
収
録
。
い
の
ち
の
重
み
に
、
深
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この世にとどまろうとすれば、この世は夢のごとくに逃げる、―ゲーテ『西東詩集』より。ハー
フェズの詩に感銘を受けて編まれた詩集。背景にはドイツ東洋学の伝統があった。蝋燭の炎に
恋焦がれ、身を滅ぼす蛾はイスラム神秘主義における神との合一の象徴でもある。（A）

経験というものは、己れの為にする事ではない。相手と何ものかを分つ事である。―小林秀
雄「匹夫不可奪志」より。著者 39 歳のときに書かれた一行。人生の経験から得られる智慧など
つまらないし退屈だ、と小林はいう。経験なるものの本質を鋭く射抜く至言。（R）

く
、
重
く
向
き
あ
う
た
め
の
古
典
。

（
真
島
一
郎
）

筧
久
美
子
『
李
白
』
角
川
ソ
フ
ィ
ア
文
庫
、
二
〇
〇
四

年

李
白
の
〝
白
〟
は
「
白
日
」
の
〝
白
〟、「
告

白
」
の
〝
白
〟。
そ
し
て
「
空
白
」
の
〝
白
〟。

科
挙
を
受
け
な
か
っ
た
漢
字
の
異
者
と
し

て
、
漢
字
に
よ
る
心
の
共
通
語
を
創
っ
た
。

ニ
ン
ゲ
ン
と
コ
ト
バ
の
両
方
の
謎
を
知
り

た
け
れ
ば
、
世
界
に
は
彼
の
詩
が
あ
る
。

（
橋
本
雄
一
）

石
川
淳
『
安
吾
の
い
る
風
景
／
敗
荷
落
日
』
講

談
社
文
芸
文
庫
、
一
九
九
一
年

石
川
淳
を
「
古
典
」
と
呼
ぶ
の
は
、
本
人

に
も
後
輩
の
安
吾
と
太
宰
に
も
怒
ら
れ
よ

う
。
だ
が
良
き
古
典
と
は
抗
う
エ
ネ
ル
ギ

イ
と
ス
ピ
イ
ド
。
フ
ラ
ン
ク
・
ザ
ッ
パ
も

認
め
る
だ
ろ
う
そ
の
全
方
位
プ
ロ
グ
レ
日

本
語
と
、
彼
が
外
国
語
を
学
ん
だ
場
所
と

を
確
認
せ
よ
。　
　
　
　
　
　
（
橋
本
雄
一
）

エ
ラ
ス
ム
ス
『
痴
愚
神
礼
讃

―
ラ
テ
ン
語
原

典
訳
』
沓
掛
良
彦
訳
、
中
公
文
庫
、
二
〇
一
四
年

人
び
と
を
駆
り
立
て
、
世
界
を
動
か
す
の

は
愚
か
な
狂
気
、
と
い
う
礼
讃
の
裏
の
本

心
は
？　
訳
者
は
本
学
名
誉
教
授
。
そ
の

「
あ
と
が
き
」
か
ら
は
、
古
典
翻
訳
に
必

要
な
こ
と
は
何
か
、
が
う
か
が
い
知
れ
る
。

（
上
田
誠
治
）

レ
ー
モ
ン
・
ル
ー
セ
ル
『
ロ
ク
ス
・
ソ
ル
ス
』

岡
谷
公
二
訳
、
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
四
年

天
才
科
学
者
の
発
明
品
が
並
ぶ
ロ
ク
ス
・

ソ
ル
ス
荘
。
音
や
意
味
が
似
て
い
る
語
を

組
み
合
わ
せ
て
い
く
と
い
う
ル
ー
セ
ル
独

自
の
創
作
方
法
を
基
に
、
言
葉
と
想
像
力

だ
け
で
肥
大
し
て
い
く
挿
話
た
ち
。
こ
の

奇
想
の
コ
ラ
ー
ジ
ュ
を
無
益
と
と
る
か
否

か
、
読
者
の
姿
勢
を
問
わ
れ
る
一
冊
。

（
石
川
偉
子
）

木
山
捷
平
『
大
陸
の
細
道
』
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二

〇
一
一
年敗

色
濃
い
戦
争
末
期
、
酷
寒
の
満
洲
へ
渡

っ
た
木
川
正
介
―
迫
り
く
る
理
不
尽
に

対
し
て
友
情
・
人
情
と
酒
を
糧
に
諧
謔
で

挑
む
。
著
者
の
実
体
験
を
元
に
一
五
年
を

費
や
し
た
渾
身
の
一
作
は
、
さ
さ
や
か
に

強
か
に
生
き
抜
く
「
反
骨
」
の
心
を
教
え

て
く
れ
る
。　
　
　
　
　
　
　
（
石
川
偉
子
）

フ
ェ
ル
ド
ウ
ス
ィ
ー
『
王
書

―
古
代
ペ
ル
シ

ャ
の
神
話
・
伝
説
』
岡
田
恵
美
子
訳
、
岩
波
文
庫
、
一

九
九
九
年イ

ラ
ン
の
詩
人
フ
ェ
ル
ド
ウ
ス
ィ
ー
が
西

歴
一
〇
一
〇
年
に
完
成
さ
せ
、
ガ
ズ
ナ
朝

の
ス
ル
タ
ン
・
マ
フ
ム
ー
ド
に
献
じ
た
ペ

ル
シ
ア
文
学
史
上
最
大
の
民
族
叙
事
詩
。

イ
ラ
ン
建
国
か
ら
ア
ラ
ブ
民
族
の
侵
入
ま

で
の
五
十
人
の
王
の
治
世
が
雄
大
な
英
雄

譚
、
恋
物
語
、
悲
喜
劇
と
し
て
描
か
れ
て

い
る
。 

 

　
　
（
村
上
遥
）

フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
『
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ

ェ
』
鈴
木
健
郎
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
五
四
年

二
人
の
筆
耕
ブ
ヴ
ァ
ー
ル
と
ペ
キ
ュ
シ
ェ

は
持
ち
前
の
好
奇
心
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
学

問
領
野
を
踏
査
す
る
が
、
す
べ
て
失
敗
と

裏
切
り
の
連
続
で
、
決
し
て
満
足
は
得
ら

れ
な
い
。「
下
手
の
考
え
休
む
に
似
た
り

だ
、写
そ
う
」。
と
い
う
わ
け
で
、物
語
の

最
後
に
二
人
は
元
の
筆
耕
に
戻
る
。
フ
ロ

ー
ベ
ー
ル
未
完
の
遺
作
。　
　
（
大
内
宏
信
）

小
川
未
明
『
小
川
未
明
童
話
集
』
新
潮
文
庫
、一
九

五
一
年岩

波
文
庫
版
に
は
載
っ
て
い
な
い
の
で
す

が
、「
飴
チ
ョ
コ
の
天
使
」
が
お
す
す
め
で

す
。「
飴
チ
ョ
コ
」
は
森
永
の
チ
ョ
コ
キ

ャ
ラ
メ
ル
の
こ
と
や
で
、
と
母
に
言
わ
れ
、

そ
れ
以
来
ず
っ
と
探
し
て
い
ま
す
が
、
め

っ
た
に
出
会
え
ま
せ
ん
。　　
（
大
和
加
寿
子
）

【
芸
術
】

佐
藤
進
一
『
増
補　

花
押
を
読
む
』
平
凡
社
ラ
イ

ブ
ラ
リ
ー
、
二
〇
〇
〇
年

活
字
で
読
む
と
味
気
な
い
公
文
書
の
原
本

に
は
、
実
は
そ
の
時
代
の
美
意
識
が
凝
縮

さ
れ
て
い
る
。
本
書
は
、
日
本
中
近
世
の

公
文
書
に
書
／
描
か
れ
た
組
文
字
型
署
名

［
選
書
・
執
筆
者
］

早
津
恵
美
子　
総
合
国
際
学
研
究
院
教
授
・
言
語
学
／
日

本
語
学　

真
島
一
郎
　
　
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
教

授
・
人
類
学

千
葉
敏
之　
　
総
合
国
際
学
研
究
院
教
授
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

中
世
史

橋
本
雄
一　
　
総
合
国
際
学
研
究
院
准
教
授
・
中
国
文
学

／
植
民
地
文
化
事
情

上
田
誠
治　
　
学
術
情
報
課
サ
ー
ビ
ス
係

大
和
加
寿
子　
学
術
情
報
課
目
録
係

古
橋
英
枝　
　
学
術
情
報
課
受
入
係

村
上
遥　
　
　
学
術
情
報
課
目
録
係

布
野
真
秀　
　
学
術
情
報
課
サ
ー
ビ
ス
係

大
内
宏
信　
　
出
版
会
編
集
部

石
川
偉
子　
　
出
版
会
編
集
部

竹
中
龍
太　
　
出
版
会
編
集
部

「
花
押
」
の
美
と
英
知
の
世
界
を
、
そ
の

道
の
専
門
家
が
洒
脱
に
論
じ
た
花
押
研
究

の
古
典
。
西
洋
の
花
押
「
モ
ノ
グ
ラ
ム
」

の
美
意
識
に
通
じ
る
。　
　
　
（
千
葉
敏
之
）

グ
ス
タ
フ
・
ル
ネ
・
ホ
ッ
ケ
『
迷
宮
と
し
て
の

世
界

―
マ
ニ
エ
リ
ス
ム
美
術
』（
上
・
下
）
種
村

季
弘
／
矢
川
澄
子
訳
、
岩
波
文
庫
、
二
〇
一
〇
年

蛇セ
ル
ペ
ン
テ
ィ
ー
ク

状
曲
線
的
で
痙
攣
的
、妄
想
、眩
暈
、倒

錯
、
狂
気
の
迷
宮
。
古ク

ラ
シ
ッ
ク典

か
ら
の
逸
脱
衝

動
と
視
覚
芸
術
の
実
験
の
時
代
「
マ
ニ
エ

リ
ス
ム
」
の
魅
力
を
語
り
尽
く
し
た
、
マ

ニ
エ
リ
ス
ム
研
究
の
古
典
。
種
村
季
弘
と

矢
川
澄
子
（
澁
澤
龍
彦
の
元
妻
）
の
訳
で
一
九

六
六
年
に
出
版
さ
れ
、
学
生
運
動
渦
中
の

大
学
生
を
魅
了
し
た
。　
　
　
（
千
葉
敏
之
）

木
下
是
雄
『
理
科
系
の
作
文
技
術
』
中
公
新
書
、一

九
八
一
年

技
術
と
芸
術
は
限
り
な
く
近
い
。「
必
要
な

こ
と
は
洩
れ
な
く
記
述
し
、
必
要
で
な
い

こ
と
は
一
つ
も
書
か
な
い
」（
六
頁
）
感
性

に
も
似
る
こ
の
技
術
の
習
得
は
、
学
習
・

研
究
・
仕
事
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
役
立
つ
。

（
古
橋
英
枝
）
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古
典
の
森
へ
よ
う
こ
そ

大学と古典

加
藤
雄
二

古
く
さ
い
学
問
の
す
す
め

―
古
典
研
究
と
ア
メ
リ
カ
の
大
学

昨
年
ま
で
ぼ
く
が
研
究
員
を
し
て
い
た
ハ
ー
バ

ー
ド
大
学
や
Ｍ
Ｉ
Ｔ
な
ど
、
名
門
大
学
が
ひ
し
め

く
ボ
ス
ト
ン
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
街
で
は
、
バ
ス

停
な
ど
で
分
厚
い
古
典
文
学
を
読
む
学
生
を
目
に

す
る
こ
と
が
珍
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
チ
ャ
ー
ル
ズ

河
に
近
い
オ
ー
ル
ス
ト
ン
と
い
う
学
生
街
の
バ
ス

停
で
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
戦
争
と
平
和
』
や
ジ
ョ

ー
ジ
・
エ
リ
オ
ッ
ト
『
ミ
ド
ル
マ
ー
チ
』
な
ど
分

厚
い
小
説
を
読
ん
で
い
る
学
生
た
ち
に
出
会
い
ま

し
た
。

「
ア
メ
リ
カ
」
と
い
う
言
葉
に
は
「
新
し
い
」

イ
メ
ー
ジ
が
つ
き
も
の
で
す
が
、
ぼ
く
た
ち
に
と

っ
て
新
し
い
感
じ
が
す
る
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
い

う
国
の
大
学
や
教
育
シ
ス
テ
ム
は
、
古
典
を
と
て

も
大
切
に
す
る
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
ア
メ
リ
カ
最

古
の
大
学
で
あ
る
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
は
、
古
典
を

教
授
す
る
方
針
を
現
在
も
変
え
て
い
ま
せ
ん
。
英

文
科
の
授
業
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
古
英
語
か
ら
始

ま
っ
て
、
イ
ギ
リ
ス
文
学
の
古
典
、
ロ
マ
ン
派
の

詩
、一
八
世
紀・一
九
世
紀
の
小
説
な
ど
、伝
統
的

な
ト
ピ
ッ
ク
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
。
他
専
攻
の

科
目
と
し
て
映
像
論
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
な
ど
の

授
業
も
履
修
で
き
ま
す
が
、
古
典
が
中
心
と
な
っ

て
い
る
こ
と
に
か
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
学
が

交
換
留
学
提
携
を
行
っ
て
い
るSan D

iego State 
U

niversity, SU
N

Y A
lbany, SU

N
Y Stony Brook

な
ど
の
諸
大
学
で
も
、
そ
の
分
野
に
か
か
わ
る
古

典
的
テ
ク
ス
ト
を
扱
わ
な
い
授
業
は
稀
で
、
意
外

な
ほ
ど
普
通
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
が
組
ま
れ
て
い
ま

す
。
左
の
ペ
ー
ジ
に
、
ハ
ー
バ
ー
ド
英
文
科
の
学

部
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
部
︻
表
1
参
照
︼、
そ
れ
か
ら
、

経
済
理
論
と
古
典
か
ら
現
代
ま
で
の
文
学
を
絡
め

た
授
業
の
概
要
︻
表
2
参
照
︼
も
、例
と
し
て
引
用
し

て
お
き
ま
す
。

先
端
的
研
究
で
知
ら
れ
るU

C
 Berkeley

の
教

授
と
、
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
文
学
研
究
に
関
わ
っ

て
交
流
が
あ
り
ま
す
。
コ
ー
ネ
ル
大
学
で
学
ん
だ

彼
は
、
新
し
い
方
法
論
を
つ
か
っ
て
ハ
ー
マ
ン
・

メ
ル
ヴ
ィ
ル
な
ど
一
九
世
紀
ア
メ
リ
カ
の
古
典
作

家
を
教
え
て
い
る
の
で
す
。
そ
の
時
代
の
支
配
的

な
文
化
的
思
潮
は
ロ
マ
ン
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
し
た
か

ら
、
学
生
た
ち
は
最
新
の
理
論
と
な
ら
ん
で
、
カ

ン
ト
や
ヘ
ー
ゲ
ル
、
エ
ド
マ
ン
ド
・
バ
ー
ク
、
イ

ギ
リ
ス
そ
の
他
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
基
本
的
な
古
典
的

文
献
も
学
び
ま
す
。『
ジ
ェ
ン
ダ
ー
・
ト
ラ
ブ
ル
』

の
ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
も
教
え
て
い
る
大
学

で
す
か
ら
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
や
メ
デ
ィ
ア
論
、
カ

ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
な
ど
新
し
い
研
究
分
野

の
研
究
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
一

方
で
、
学
生
諸
君
は
か
な
り
の
分
量
の
古
典
的
テ

ク
ス
ト
を
読
む
こ
と
に
な
り
ま
す
し
、
多
く
の
学

生
は
、
そ
れ
こ
そ
が
大
学
で
学
ぶ
意
義
だ
と
感
じ

て
い
る
は
ず
で
す
。
ぼ
く
の
知
り
合
い
の
サ
ミ
ュ

エ
ル
・
オ
タ
ー
教
授
や
バ
ト
ラ
ー
の
仕
事
の
よ
う

に
、
新
し
い
視
点
で
古
典
を
見
直
す
作
業
に
よ
っ

て
大
学
や
教
育
シ
ス
テ
ム
の
活
力
が
保
た
れ
て
い

る
の
で
す
。

学
生
、
教
員
の
区
別
な
く
、
ぼ
く
た
ち
が
現
在

の
世
界
と
向
き
合
う
こ
と
は
非
常
に
重
要
で
す
。

英
語
を
学
ぶ
こ
と
や
ア
メ
リ
カ
を
含
め
た
英
語
圏

に
留
学
す
る
こ
と
は
、
そ
の
目
的
に
大
い
に
か
な

っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
で
も
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

あ
た
り
か
ら
始
ま
る
現
代
英
語
は
決
し
て
新
し
い

言
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
教
養
あ
る
英
語
話
者

は
た
い
て
い
複
数
の
英
語
以
外
の
言
語
や
古
典
言

語
を
学
ん
で
お
り
、
ギ
リ
シ
ャ
・
ラ
テ
ン
語
や
古

い
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
に
由
来

す
る
語
源
を
あ
る
程
度
知
っ
た
う
え
で
言
葉
を
使

っ
て
い
ま
す
。

新
し
い
も
の
と
し
て
喧
伝
さ
れ
が
ち
な
「
グ
ロ

ー
バ
ル
化
」
と
い
う
の
は
、
世
界
の
文
化
の
歴
史

を
共
有
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
も
い
ま
す
。
ぼ
く

は
ア
メ
リ
カ
各
地
、
世
界
各
国
の
古
典
ア
メ
リ
カ

文
学
研
究
者
た
ち
と
、
国
際
学
会
な
ど
で
一
緒
に

仕
事
を
し
て
き
ま
し
た
。
ア
メ
リ
カ
一
九
世
紀

の
古
典
作
家
、
詩
人
で
あ
るH

erm
an M

elville

やEdgar A
. Poe, N

athaniel H
aw

thorne, Em
ily 

D
ickinson

な
ど
を
議
論
し
よ
う
と
す
る
と
き
、

豊
か
な
経
験
を
積
ん
で
こ
ら
れ
た
イ
タ
リ
ア
や
中

国
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ギ
リ
ス
な
ど
の
研
究
者
の

懐
の
深
さ
に
励
ま
さ
れ
ま
す
。
ポ
ー
ラ
ン
ド
で
の

国
際
メ
ル
ヴ
ィ
ル
学
会
で
は
、
日
本
で
は
ほ
と
ん

ど
名
前
を
聞
か
な
く
な
っ
た
セ
ー
レ
ン
・
キ
ル
ケ

ゴ
ー
ル
に
言
及
す
る
地
元
の
若
手
研
究
者
た
ち
に

感
銘
を
受
け
た
り
も
し
ま
し
た
。
そ
う
し
た
際
に

は
、
古
典
を
異
な
っ
た
地
域
の
人
々
と
共
有
す
る

こ
と
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
と
っ
て
枢
要
な
の
だ
と

実
感
し
ま
す
。

進
歩
主
義
の
お
手
本
で
も
あ
る
ア
メ
リ
カ
は
、

と
く
に
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
歴
史
へ
の
意
識
を

深
め
て
い
ま
す
。
ぼ
く
た
ち
も
合
衆
国
の
新
し
く

て
古
い
古
典
指
向
か
ら
学
ぶ
べ
き
と
き
が
き
た
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

か
と
う
・
ゆ
う
じ　

総
合
国
際
学
研
究
院
准
教
授　

ア
メ
リ
カ
文
学
・
文
化

表 1　Harvard 大学英文科、学部共通カリキュラ
ム授業題目の一部
5. Lectures with Sections
English 103d. Old English: Beowulf and Seamus He-

aney
English 124d. Shakespearean Tragedy
English 131. John Milton: An Introduction to his Life 

and to Paradise Lost
English 141. The 18th-Century English Novel
English 144a. American Plays and Musicals, 1940-

1960
English 153. The Comic Enlightenment
English 160b. British and Irish Writers 1700-2012
English 162m. Modernism as Theatre
English 170a. High and Low in Postwar America
English 178x. The American Novel: Dreiser to the 

Present
English 190x. Philosophy and Literature: The Problem 

of Consent

表 2　同・授業概要
English 67. Migrations: Capitalist Hero Anti Hero: 
Versions of the American Dream
Instructor: John Stauffer
This courses couples classic American literature with 
contemporaneous economic theories and/or textbook 
to explore the extraordinary transformations in how 
Americans have understood and responded to “the 
market,” “competition,” “success/failure,” and func-
tion of a business/corporation. Authors include Ben 
Franklin, Adam Smith; Melville; Marx; Wharton; Du 
Bois; Veblen; Fitzgerald; Schumpeter; Dos Passos; 
Galbraith; Samuelson; Ayn Rand; Bellows; Arthur 
Miller; Updike; Mankiw; others.
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古
典
の
森
へ
よ
う
こ
そ

先生にきくおすすめの古典

聞
き
手

倉
畑
雄
太
（
外
国
語
学
部
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
専
攻
四
年
）

松
浦
寿
夫
先
生
に
き
く

日
常
の
記
号

―
ま
ず
、
先
生
は
古
典
を
読
む
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
お
考

え
で
し
ょ
う
か
？

必
ず
し
も
古
典
を
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
は

な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
読
書
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、

そ
れ
が
古
典
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
以
上
に
、
そ
の
人
に
と
っ
て
、
い

ま
最
も
必
要
な
も
の
を
読
む
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

古
典
で
あ
る
か
に
関
わ
ら
ず
、
必
要
を
感
じ
た
時
に
必
要
な
も
の

を
読
む
こ
と
の
方
が
大
事
で
、
本
当
の
意
味
で
読
書
や
思
考
が
始
ま

る
た
め
に
は
、何
か
必
要
性
の
方
が
先
に
あ
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。こ

ち
ら
の
方
に
態
勢
が
で
き
て
い
な
い
限
り
、
ど
ん
な
読
書
も
抽
象
的

な
読
書
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
で
す
し
、
自
分
の
思
考
が
困
難
な
局

面
を
迎
え
た
と
か
、
そ
う
い
う
場
面
で
初
め
て
本
来
的
な
意
味
で
の

読
書
の
有
効
性
が
始
ま
る
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

―
本
を
読
む
以
前
に
、
そ
の
き
っ
か
け
と
な
る
問
題
意
識
を
持
つ
こ
と
が

で
き
な
い
場
合
は
ど
う
し
た
ら
い
い
で
す
か
？

考
え
て
み
る
と
、
生
き
て
ゆ
く
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
場
面
の
中
で
は
、

小
さ
な
出
来
事
が
山
の
よ
う
に
転
が
っ
て
い
て
、
ふ
と
振
り
返
る
と

反
応
す
べ
き
出
来
事
は
多
い
は
ず
で
す
。
実
は
、
問
題
は
常
に
降
り

か
か
っ
て
い
る
。
そ
の
中
で
強
く
自
分
に
印
付
け
て
く
る
も
の
も
あ

れ
ば
、
そ
う
で
な
い
も
の
も
あ
る
。
そ
う
い
う
小
さ
な
出
来
事
を
考

え
る
時
に
、
や
は
り
書
物
は
一
つ
の
方
法
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。

た
だ
、
書
物
は
基
本
的
に
、
他
人
が
書
い
た
も
の
で
す
か
ら
、
全

て
が
わ
か
る
と
い
う
の
は
非
常
に
困
難
で
す
。
そ
の
わ
か
ら
な
さ
が
、

芋
づ
る
式
に
別
の
本
に
つ
な
が
っ
て
い
っ
た
り
す
る
。
そ
う
し
た
中

で
、
古
典
的
書
物
に
出
会
う
こ
と
も
当
然
あ
る
と
思
い
ま
す
。

必
要
性
が
あ
っ
て
思
考
が
始
ま
る
、
と
い
う
モ
テ
ィ
ー
フ
を
最
も

う
ま
く
書
い
て
い
る
本
の
ひ
と
つ
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
『
プ
ル
ー
ス
ト

と
シ
ー
ニ
ュ
』（
宇
波
彰
訳
、法
政
大
学
出
版
局
）
と
い
う
本
で
す
。
私
た

ち
が
生
き
て
い
る
と
い
ろ
ん
な
記
号
に
遭
遇
し
、
記
号
を
解
読
し
な

い
と
そ
こ
で
生
き
て
い
け
な
い
ケ
ー
ス
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
こ
で

初
め
て
記
号
を
思
考
対
象
に
設
定
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

―
そ
う
す
る
と
、
古
い
も
の
よ
り
も
新
し
い
も
の
の
ほ
う
か
ら
思
考
を
始

め
る
、
と
い
う
こ
と
も
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
う
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
モ
ネ
と
い
う
画
家
が
い
ま
す

が
、
モ
ネ
と
い
う
と
印
象
派
の
代
表
的
な
画
家
と
認
識
さ
れ
て
い
ま

す
。
所
謂
印
象
派
と
呼
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
絵
画
は
、
一
八
七
四
年

の
印
象
派
の
第
一
回
の
展
覧
会
の
時
期
に
形
成
さ
れ
ま
し
た
。
私
の

考
え
で
は
、
モ
ネ
の
最
も
優
れ
た
作
品
は
一
九
二
〇
年
代
く
ら
い
に

作
ら
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
「
抽
象
絵
画
」
に
近
づ
い

て
い
ま
す
。
い
ま
考
え
る
と
、
モ
ネ
は
一
八
七
〇
年
代
の
印
象
派
の

画
家
と
い
う
よ
り
も
、
一
九
二
〇
年
代
頃
の
最
も
優
れ
た
抽
象
的
な

画
家
で
あ
る
、
と
い
う
見
方
も
成
立
す
る
わ
け
で
す
。

こ
の
頃
の
作
品
の
例
と
し
て
分
か
り
や
す
い
も
の
で
す
と
、
太
鼓

橋
を
描
い
た
も
の
が
あ
り
ま
す
。
一
八
八
〇
年
代
に
描
い
た
も
の
は

一
目
で
そ
れ
と
分
か
る
も
の
で
す
が
、
晩
年
に
な
っ
て
く
る
と
ほ
と

ん
ど
ど
こ
に
橋
が
あ
る
の
か
分
か
ら
な
く
な
り
ま
す
。『
睡
蓮
』
の
連

作
や
『
印
象
・
日
の
出
』
で
は
水
平
線
が
描
か
れ
な
か
っ
た
り
曖
昧

に
な
っ
た
り
す
る
。
抽
象
絵
画
は
も
っ
と
後
の
も
の
で
す
が
、
そ
こ

か
ら
遡
っ
て
み
れ
ば
、
実
は
構
造
的
特
徴
は
こ
の
頃
か
ら
既
に
あ
っ

た
と
い
え
ま
す
。

―
最
初
の
話
に
戻
り
ま
す
と
、
日
常
を
観
察
す
る
〈
私
〉
の
目
が
重
要
に

な
っ
て
き
ま
す
よ
ね
。

例
え
ば
、
ニ
ー
チ
ェ
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
あ
る
、
と
て
も
有
名
な

言
葉
で
す
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
よ
く
形
と
い
う
語
を
用
い
ま
す
。

ど
う
し
て
私
た
ち
が
形
と
い
う
か
と
い
う
と
、
世
界
は
常
に
変
化
し
、

本
来
的
に
固
定
し
た
あ
る
形
に
帰
着
す
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
に
、

視
覚
器
官
が
粗
雑
だ
か
ら
形
と
い
っ
て
し
ま
う
ん
で
す
ね
。
同
じ
も

の
が
同
じ
も
の
に
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
日
常
的
に
あ
る
こ
と
で

す
。
多
磨
駅
か
ら
外
語
大
ま
で
歩
い
て
く
る
だ
け
で
も
随
分
そ
う
し

た
こ
と
を
経
験
し
ま
す
。

印
象
派
の
重
要
な
経
験
も
、
同
じ
も
の
が
同
じ
で
な
い
と
い
う
こ

と
に
気
が
付
い
た
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
世
界
の
姿
を
光
の
関
数
の

も
と
に
描
こ
う
と
す
る
と
世
界
は
同
じ
状
態
に
は
な
い
。
そ
う
考
え

る
と
、
モ
ネ
と
ニ
ー
チ
ェ
は
ほ
ぼ
同
時
代
人
で
す
が
、
世
界
が
絶
え

ざ
る
変
貌
状
態
に
あ
る
と
い
う
こ
と
の
発
見
と
い
う
意
味
で
は
、
同

じ
時
代
を
共
有
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
変
貌
を
肯
定
す
る
時
に
、

〈
私
〉
も
絶
え
ず
変
貌
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
見
る
対
象
も
変

化
す
る
よ
う
に
、〈
私
〉
も
変
化
し
ま
す
。

ま
つ
う
ら
・
ひ
さ
お　

総
合
国
際
学
研
究
院
教
授　

近
代
芸
術
の
歴
史
／
理
論
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古
典
の
森
へ
よ
う
こ
そ

藤
井
守
男
先
生
に
き
く

先生にきくおすすめの古典

普
遍
的
な
世
界
を
め
ざ
す
古
典

聞
き
手

加
藤
あ
い
（
外
国
語
学
部
朝
鮮
語
専
攻
四
年
）

―
ど
の
よ
う
な
古
典
を
選
ん
で
い
た
だ
け
ま
し
た
か
？

一
冊
目
は
ゲ
ー
テ
の
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』（
相
良
守
峯
訳
、
岩
波
書
店
）

で
す
ね
。
大
学
に
入
っ
た
頃
、
理
系
に
進
ん
だ
兄
か
ら
、「
こ
れ
、
面

白
い
よ
」
っ
て
勧
め
ら
れ
ま
し
た
。

ゲ
ー
テ
が
ド
イ
ツ
語
で
書
い
た
も
の
で
す
が
、
言
語
や
地
域
を
超

え
た
普
遍
性
を
も
っ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。
と
い
う
の
も
、
外

語
大
で
は
地
域
に
張
り
付
く
よ
う
な
勉
強
の
仕
方
を
さ
せ
て
い
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、目
の
前
が
狭
く
な
っ
ち
ゃ
う
。
だ
け
ど
こ
の
本
は
、
そ

う
い
う
枠
を
取
っ
払
っ
た
、
普
遍
的
な
世
界
を
見
せ
て
く
れ
る
と
い

う
意
味
で
、
大
変
優
れ
て
い
る
と
思
う
ん
で
す
。
読
み
物
と
し
て
も

面
白
い
し
、
何
と
い
っ
て
も
詩
が
美
し
い
。
例
え
ば
、「
人
生
は
、
彩

ら
れ
た
映
像
と
し
て
だ
け
摑
め
る
の
だ
」、
と
か
ね
。
絶
対
的
な
実
在

以
外
は
陽
炎
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
と
。
こ
の
一
節
は
、
私
の

専
門
と
し
て
い
る
分
野
の
考
え
方
と
、
似
て
い
る
な
あ
、
面
白
い
な

あ
と
。
四
〇
を
過
ぎ
て
か
ら
気
付
い
た
こ
と
で
す
け
ど
ね
。

―
先
生
は
イ
ス
ラ
ム
神
秘
主
義
文
学
が
ご
専
門
で
し
た
ね
。

私
の
専
門
の
分
野
に
関
連
さ
せ
て
い
う
と
、
神
秘
家
が
自
分
の
世

界
を
表
現
す
る
途
は
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
で
し
か
な
い
わ
け
で
す
よ
。
喩

え
で
あ
る
と
か
、
象
徴
で
語
る
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。「
私
」

が
経
験
し
て
い
る
「
あ
の
世
界
」
を
こ
の
世
界
に
お
い
て
語
る
言
葉

は
な
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
に
似
て
、
中
世
や
伝
説
上
の
人
物
、
物
語
、

錬
金
術
を
題
材
に
し
な
が
ら
、
何
か
も
っ
と
違
う
、
も
っ
と
大
き
な
、

普
遍
的
な
世
界
を
ア
レ
ゴ
リ
カ
ル
に
表
現
す
る
も
の
が
、『
フ
ァ
ウ
ス

ト
』
に
は
重
な
っ
て
入
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
も
う
ひ
と
つ
、『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
に
つ
い
て
印
象
に
残
っ

て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
だ
い
た
い
四
〇
年
、
い
ろ
い
ろ
な
本
を

読
ん
で
き
ま
し
た
が
、
そ
の
中
で
『
フ
ァ
ウ
ス
ト
』
の
一
節
が
、
エ

ッ
！　
と
い
う
よ
う
な
、
思
い
が
け
な
い
と
こ
ろ
で
引
用
さ
れ
る
ん

で
す
ね
。
歴
史
家
や
思
想
家
に
、
ど
れ
ほ
ど
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ

ン
を
与
え
て
き
た
と
い
う
の
か
…
…
。
こ
れ
ほ
ど
の
本
は
お
そ
ら
く

他
に
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

―
二
冊
目
に
は
何
を
選
ん
で
い
た
だ
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』（
藤
沢
令
夫
訳
、岩
波
書
店
）
で
す
。
プ
ラ
ト
ン

は
、
純
粋
な
る
知
性
だ
け
の
世
界
が
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
ん
で
す
。

感
覚
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
、
思
惟
だ
け
の
世
界
、
知
性
界
が
あ
っ
て
、

さ
ら
に
そ
の
中
で
善
の
イ
デ
ア
が
最
も
重
要
で
あ
る
と
い
う
の
で
す
。

そ
し
て
知
性
は
そ
の
世
界
に
上
昇
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
救
済

さ
れ
る
と
。『
国
家
』
が
す
ご
い
の
は
、
そ
れ
を
軸
に
、政
治
制
度
に

ま
で
議
論
を
広
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
哲
学
の
議
論
は
こ
こ
ま
で
、

こ
こ
か
ら
は
政
治
学
の
議
論
で
す
、
と
は
い
わ
な
い
。
つ
ま
り
こ
の

本
は
、
根
源
的
な
認
識
論
と
、
政
治
制
度
と
が
結
び
つ
い
て
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
本
な
ん

で
す
。
人
間
が
物
を
考
え
る
あ
り
方
を
、
国
家
制
度
・
政
治
制
度
に

ま
で
ず
う
っ
と
敷
衍
す
る
、
そ
の
思
考
と
構
想
力
と
い
う
の
で
し
ょ

う
か
、
そ
れ
を
個
人
的
に
は
面
白
い
と
思
い
ま
し
た
。

三
冊
目
は
、こ
の
本
（『
ル
ー
ミ
ー
語
録
』
井
筒
俊
彦
訳
、岩
波
書
店
）。
私

の
専
門
に
も
関
わ
る
本
で
す
。

―
『
ル
ー
ミ
ー
語
録
』
っ
て
、
ど
ん
な
本
で
す
か
？

こ
の
本
は
、
中
世
に
活
躍
し
た
最
大
の
神
秘
主
義
詩
人
ル
ー
ミ
ー

が
、
弟
子
た
ち
に
語
っ
た
言
葉
を
書
き
取
っ
た
も
の
だ
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。
だ
か
ら
、
ル
ー
ミ
ー
が
何
を
考
え
、
何
を
喋
っ
て
い
た
の

か
が
か
な
り
素
朴
な
形
で
記
さ
れ
て
い
ま
す
。
ル
ー
ミ
ー
は
ほ
か
に
、

『
シ
ャ
ム
セ
・
タ
ブ
リ
ー
ズ
抒
情
詩
集
』
や
、
ペ
ル
シ
ア
語
の
コ
ー

ラ
ン
と
も
よ
ば
れ
る
『
精
神
的
マ
ス
ナ
ヴ
ィ
ー
』
と
い
う
大
作
を
の

こ
し
て
い
ま
す
。

『
ル
ー
ミ
ー
語
録
』
を
選
ん
だ
理
由
は
、訳
者
の
井
筒
俊
彦
が
書
い

た
解
説
が
、
い
ま
現
在
あ
る
ル
ー
ミ
ー
に
つ
い
て
日
本
語
で
書
か
れ

た
も
の
の
う
ち
で
は
こ
れ
が
い
ち
ば
ん
良
い
の
で
は
な
い
か
な
と
思

う
か
ら
な
ん
で
す
。
井
筒
が
解
説
を
書
い
た
と
い
う
こ
と
に
、
意
味

が
あ
る
。
こ
の
中
で
、
井
筒
は
か
な
り
ル
ー
ミ
ー
の
本
質
に
迫
っ
た

解
説
を
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

学
生
時
代
に
感
じ
た
こ
と
と
、
専
門
が
出
来
始
め
た
と
き
に
思
う

こ
と
と
は
全
然
違
う
も
の
だ
と
思
う
ん
で
す
。
そ
こ
で
ま
た
違
う
古

典
の
活
用
の
仕
方
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
プ
ラ
ト
ン
の
著
作

を
読
ん
で
お
く
と
い
う
こ
と
は
、
勉
強
し
て
い
く
中
で
い
ろ
い
ろ
な

と
こ
ろ
に
新
た
な
着
想
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ

の
中
で
、
も
の
を
認
識
す
る
、
考
え
る
、
理
解
す
る
、
そ
れ
が
そ
の

ま
ま
世
界
構
造
の
説
明
に
つ
な
が
る
よ
う
な
、
全
て
が
一
体
化
し
た

も
の
の
考
え
方
を
学
ぶ
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

ふ
じ
い
・
も
り
お　

総
合
国
際
学
研
究
院
教
授　

ペ
ル
シ
ア
文
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神
秘
主
義
文
学
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古
典
の
森
へ
よ
う
こ
そ

先生にきくおすすめの古典

聞
き
手

石
山
真
澄
（
外
国
語
学
部
中
国
語
専
攻
四
年
）

文
化
人
類
学
の「
は
じ
ま
り
」
を
知
る

栗
田
博
之
先
生
に
き
く

―
ま
ず
は
ご
専
門
の
文
化
人
類
学
に
つ
い
て
お
聞
き
し
た
い
の
で
す
が
。

一
九
世
紀
初
頭
か
ら
徐
々
に
姿
を
現
し
て
き
た
学
問
で
す
。
当
時

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
全
世
界
を
植
民
地
化
し
よ
う
と
す
る
中
で
、
色
々
な

植
民
地
の「
モ
ノ
」
の
蒐
集
か
ら
文
化
人
類
学
は
始
ま
り
ま
し
た
。
そ

し
て
、
次
第
に
「
モ
ノ
」
を
作
り
出
す
人
間
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
。
現
地
に
滞
在
す
る
行
政
官
、
宣
教
師
、
探
検
家
な
ど

が
現
地
の
人
々
の
生
活
を
報
告
し
た
文
献
資
料
に
基
づ
い
て
異
国
の

文
化
を
研
究
す
る
。
こ
れ
が
文
化
人
類
学
の
出
発
点
で
す
。

当
時
は
「
自
分
た
ち
よ
り
も
文
化
程
度
の
低
い
、
遅
れ
た
人
々
の

研
究
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
同
時
期
に
流

行
っ
て
い
た
進
化
論
と
結
び
つ
き
ま
し
た
。
自
分
た
ち
は
人
類
進
化

の
ト
ッ
プ
に
位
置
し
、
そ
れ
よ
り
も
ず
っ
と
遅
れ
た
人
が
世
界
に
は

い
る
と
い
う
形
で
、
文
化
を
序
列
化
し
て
い
っ
た
ん
で
す
ね
。
こ
れ

が
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
続
き
ま
し
た
が
、
そ
こ
で
革
命
が
起
こ
る
。

そ
れ
ま
で
行
政
官
ら
の
報
告
書
を
用
い
て
「
こ
ん
な
野
蛮
な
人
々

は
進
化
の
初
期
の
段
階
に
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
研
究
ば
か
り
や
っ

て
い
た
ん
で
す
が
、
本
当
に
そ
う
い
っ
た
資
料
に
依
拠
し
て
研
究
を

進
め
て
い
い
の
か
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
研
究
が
発
表
さ
れ
た
ん
で
す
。

そ
れ
が
、
現
代
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
と
い
う
調
査
法
の
基
礎

を
築
い
た
イ
ギ
リ
ス
の
社
会
人
類
学
者
ラ
ド
ク
リ
フ=

ブ
ラ
ウ
ン
と

Ｂ
・
Ｋ
・
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
研
究
で
す
。
こ
の
二
人
が
自
ら
現
地

調
査
に
赴
い
た
と
こ
ろ
、
既
存
の
資
料
で
描
か
れ
た
文
化
と
は
全
く

違
う
も
の
が
見
え
て
き
た
。「
未
開
」
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
な
し
に
現

地
の
人
々
と
一
緒
に
生
活
し
て
み
る
と
、
既
存
の
文
献
資
料
が
偏
見

や
誤
解
に
満
ち
満
ち
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
ん
で

す
。
こ
れ
以
降
自
ら
現
地
調
査
す
る
人
類
学
者
が
次
第
に
増
え
て
い

き
、
そ
れ
ま
で
の
「
未
開
の
地
に
遅
れ
た
人
々
が
い
る
」
と
い
う
見

方
か
ら
「
人
々
は
彼
ら
な
り
に
合
理
性
を
も
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
」

と
い
う
見
方
に
変
わ
っ
て
い
き
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
考
え
方
を
文
化

相
対
主
義
と
い
い
ま
す
。

文
化
の
序
列
化
を
排
し
て
考
え
る
た
め
に
は
、現
地
に
赴
き
、人
々

と
と
も
に
生
活
し
、
偏
見
を
捨
て
て
、
現
地
文
化
の
意
味
や
合
理
性

を
発
見
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
原
則
は
現
代
の
文
化

人
類
学
ま
で
ず
っ
と
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
文
化
人
類
学
の
世
界
で

古
典
と
い
う
と
、
一
九
世
紀
の
進
化
主
義
の
研
究
も
含
ま
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す
が
、
や
は
り
今
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ラ
ド

ク
リ
フ=

ブ
ラ
ウ
ン
と
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
で
し
ょ
う
ね
。

―
彼
ら
の
本
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
か
？

例
え
ば
Ｂ・Ｋ・
マ
リ
ノ
フ
ス
キ
ー
『
西
太
平
洋
の
遠
洋
航
海
者
』

（
増
田
義
郎
訳
、講
談
社
学
術
文
庫
）。
メ
ラ
ネ
シ
ア
の
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン
ド

諸
島
と
そ
の
周
辺
で
行
わ
れ
て
い
る
「
ク
ラ
交
換
」
を
扱
っ
た
民
族

誌
で
す
。
現
地
の
人
々
の
生
活
の
中
に
合
理
性
を
発
見
し
、
一
九
世

紀
の
進
化
論
の
考
え
方
を
否
定
す
る
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
作
品
で

す
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
成
果
と
し
て
も
非
常
に
重
要
な
意
味

を
持
つ
の
で
、
文
化
人
類
学
を
志
す
者
の
必
読
書
で
す
ね
。

Ｃ
・
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
『
構
造
人
類
学
』（
荒
川
幾
男
ほ
か
訳
、

み
す
ず
書
房
）
と
い
う
本
も
重
要
で
す
。
構
造
主
義
と
い
う
の
は
簡
単

に
言
う
と
「
個
々
の
人
間
の
主
体
性
と
は
別
の
次
元
に
構
造
と
い
う

も
の
が
あ
り
、
人
間
は
そ
れ
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
方

で
す
。
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
は
こ
の
考
え
方
を
人
間
社
会
の
分
析

に
適
用
し
よ
う
と
し
た
。
文
化
人
類
学
に
構
造
主
義
の
考
え
方
を
取

り
入
れ
る
と
、
そ
れ
ま
で
見
え
て
い
た
の
と
は
全
く
異
な
っ
た
構
図

が
見
え
て
く
る
。
私
が
学
部
学
生
だ
っ
た
頃
に
は
、
こ
の
本
が
一
番

流
行
っ
て
い
ま
し
た
ね
。

―
で
は
、
学
生
に
、
学
問
の
入
り
口
と
し
て
古
典
を
紹
介
す
る
と
し
た
ら

そ
う
い
っ
た
も
の
を
選
ば
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
？

最
初
に
学
問
の
面
白
さ
を
知
る
こ
と
が
大
切
な
の
で
、
あ
ま
り
に

学
問
的
な
話
ば
か
り
が
先
行
す
る
の
は
良
く
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

古
典
と
呼
べ
る
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、『
ク
ロ
コ
ダ
イ
ル・

ダ
ン
デ
ィ
』（
Ｐ
・
フ
ェ
イ
マ
ン
監
督
、
一
九
八
六
年
）
と
い
う
映
画
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は｢

未
開
の
地
で
自
然
と
生
き
る
人
々
の
伝
統
的
知

識
の
素
晴
ら
し
さ
」
と
い
う
よ
う
な
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
夢
想
を
裏
切

っ
て
く
れ
る
シ
ー
ン
が
色
々
と
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
コ
メ
デ
ィ
映
画

で
す
。
何
ら
か
の
理
想
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
初
め

て
文
化
人
類
学
の
世
界
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
ん
で
す
ね
。

世
界
の
ど
こ
か
へ
旅
行
に
行
っ
て
、
現
地
の
人
々
の
生
活
を
素
晴

ら
し
い
も
の
と
感
じ
る
。
そ
こ
で
「
で
は
本
当
に
素
晴
ら
し
い
も
の

か
ど
う
か
検
証
し
て
み
よ
う
」
と
い
う
気
に
な
れ
ば
、
文
化
人
類
学

の
入
り
口
に
立
っ
た
と
い
え
ま
す
。
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
ス
ト
ー
リ
ー

を
組
み
立
て
た
う
え
で
、
そ
の
夢
想
を
う
ち
砕
く
決
意
さ
え
あ
れ
ば
、

文
化
人
類
学
の
世
界
へ
の
道
が
開
け
て
く
る
は
ず
で
す
。

く
り
た
・
ひ
ろ
ゆ
き　

総
合
国
際
学
研
究
院
教
授　

文
化
人
類
学




