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こ
の
春
、
編
集
部
よ
り

「今

一
番
、
ご
自
身
が
興
味
を
も
っ
て
い
る

書
物
の
書
き
手
と
の
対
談
を
し
て
み
ま
せ
ん
か
」
と
の
お
誘
い
を
受
け

た
時
、
正
直
言
っ
て
随
分
と
ま
ど
っ
た
。
今
で
も
、
自
分
は

「書
斎
の

人
」
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
る
私
に
は
、
著
者
は
、
著
書
を
通
し
て

の
み
読
者
と
対
面
す
べ
し
と
の

「古
風
な
」
信
念
が
あ
る
。
そ
の
上
、

専
門
の
異
な
る
領
域
の
著
者
と
、
刺
激
的
で
実
り
多
い
対
談
を
実
現
す

る
力
な
ど
、
果
し
て
あ
る
だ
ろ
う
か
―
―
。
い
わ
ば
編
集
部
の
熱
意
に

負
け
て
、
乗
っ
て
し
ま
っ
た
舟
な
の
で
あ
る
が
、
せ
め
て
、
そ
れ
な
ら

ば
何
回
か
の
対
談
に
、
何
ら
か
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
を
設
定
し
た
い
と

考
え
た
。

そ
こ
で
浮
上
し
た
の
が

「日
本
を
生
き
る
外
国
人
」
と
い
う
テ
ー
マ

で
あ
る
。

『日
本
は
甦
る
か
』

（講
談
社
、
ニ
ハ
○
○
円
）

私
自
身
は
、
比
較
文
学

・
比
較
文
化
と
い
う
領
域
を
専
門
と
し
、
こ

の
十
年
ほ
ど
、
日
本
人
と
パ
リ
と
の
関
係
を
、
政
治
、
歴
史
、
文
学
、

美
術
な
ど
諸
分
野
を
横
断
す
る
か
た
ち
で
研
究
し
て
き
た
。
こ
の
数
年

パ
リ
で
は
、
日
本
人
に
限
ら
ず
、
外
国
人
に
と
っ
て
の
パ
リ
の
意
味
を

探
る
研
究
が
盛
ん
だ
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
総
人
口
比
十
％
を
超
え
る

外
国
人
た
ち
と
、
い
か
に
「同
化
な
き
共
存
」
を
は
か
っ
て
い
く
か
―
―

と
い
う
切
実
な
問
い
が
あ
る
。

そ
こ
で
翻
っ
て
考
え
て
み
れ
ば
、
現
代
日
本
も
ま
た
そ
の
例
外
で
は

な
い
。
政
治

。
経
済
の
み
な
ら
ず
、
も
は
や
閉
じ
た
体
系
の
な
か
で
充

足
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
現
代
日
本
の
様
々
な
側
面
を
、
こ
の
対
談
を

き
っ
か
け
と
し
て
私
自
身
考
え
直
し
て
み
た
い
。
そ
の
際
、
日
本
に
在

住
す
る
外
国
籍
の
著
者
に
限
っ
て
み
た
の
は
、
い
わ
ば
、
日
本
の
内
部
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に
あ
る

「外
」
の
眼
を
、
私
た
ち
も
ま
た
獲
得
し
、
今
、
こ
こ
に
あ
る

化
を
研
究
す
る
立
場
か
ら
、
私
自
身
、
積
極
的
に
話
し
合
っ
て
み
た
い

問
題
に
、
積
極
的
な
発
言
を
呈
す
る
著
者
た
ち
の
声
に
耳
を
傾
け
た
い
　
　
　
　
と
思
う
問
題
も
あ
る
。

と
願
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
十
九
世
紀
の
「ジ
ヤ
ポ
ニ
ザ
ン
」
（日
本
文
化
研

こ
の
コ
ー
ナ
ー
が
従
来
の
よ
う
な
、
外
国
人
に
よ
る
「日
本
文
化
論
」

究
者
）た
ち
と
は
異
な
っ
て
日
本
語
に
堪
能
で
あ
り
、
か
つ
て
の
オ
リ
エ

の
御
説
拝
聴
と
い
う
場
で
は
な
く
、
「日
本
と
は
」
あ
る
い
は
「現
代
と

ン
タ
リ
ズ
ム
や
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
と
も
違

っ
て
、
共
に
現
代
社
会
を
生
　
　
　
　
は
」
と
い
う
、
よ
り
大
き
な
議
論
に

一
石
を
投
じ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば

き
、
し
か
も

「日
本
を
生
き
て
い
る
」
方
々
と
の
対
談
な
ら
、
比
較
文
　
　
　
　
と
願
っ
て
い
る
。

今
橋
　
今
度
の
『日
本
は
甦
る
か
」
（講
談
社
）
　

は
、
他
の
近
代
化
さ
れ
た
社
会
と
同
じ
な
ん
で
　
　
す
る
だ
け
の
場
所
で
は
な
い
と
思
う
ん
で
す
。

を
加
え
る
と
、
経
済
問
題
を
中
心
と
し
た
日
本
　
　
す
。
だ
か
ら
、
日
本
的
エ
キ
ゾ
チ
シ
ズ
ム
に
魅
　
　
　
今
橋
　
執
筆
は
日
本
語
で
さ
れ
る
と
の
こ
と

に
つ
い
て
の
ご
著
書
を
、
こ
の
二
年
間
で
三
冊
　
　
力
を
感
じ
て
日
本
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
　
　
で
、
お
話
を
伺
っ
て
い
て
も
と
て
も
日
本
語
が

も
出
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。
私
は
比
較
文
化
が
　
　
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
上
手
で
す
が
、
そ
こ
ま
で
上
達
し
た
の
は
日

専
門
で
、経
済
に
は
詳
し
く
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、　
　
　
し
か
し
、
本
来
の
経
済
関
係
の
仕
事
以
外
に
　
　
本
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
、
や
は
り
仕
事
の
関
係

今
日
は
視
点
を
変
え
て
、
「日
本
文
化
論
と
し
て
　
　
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
日
本
社
会
に
接
し
て
き
　
　
で
？

の
タ
ス
カ
・
レ
ポ
ー
ト
」
と
い
う
形
で
お
話
を
　
　
た
結
果
、
私
た
ち
と
は
若
干
違
う
ル
ー
ツ
や
厚
　
　
　
タ
ス
カ
　
そ
れ
も
あ
り
ま
す
が
、
も
う

一
つ

伺
え
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
ま
ず
、
日
本
に
つ
い
　
　
み
が
あ
り
、
い
く
ら
勉
強
し
て
も
知
り
尽
く
せ
　
　
は
、
東
京
と
い
う
都
市
が
、
と
て
も
開
放
的
で

て
の
研
究
を
な
さ
る
よ
う
に
な
っ
た
経
緯
か
ら
　
　
な
い
複
雑
で
興
味
深
い
国
で
あ
る
と
い
う
感
じ
　
　
あ
ま
り
保
守
的
で
は
な
い
こ
と
も
大
き
か
っ
た

お
話
し
頂
け
ま
す
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
す
ね
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
思
い
ま
す
。

タ
ス
カ
　
一
九
八
二
年
に
イ
ギ
リ
ス
を
離
　
　
　
今
橋
　
十
二
年
近
く
東
京
に
住
ん
で
お
ら
れ
　
　
　
今
橋
　
で
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
ま
っ
た
く
日

れ
、
い
ま
勤
め
て
い
る
証
券
会
社
の
東
京
支
店
　
　
て
、
率
直
に
ど
ん
な
感
想
を
お
持
ち
で
す
か
。
　
　
本
語
に
接
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
ん
で
す
か
。

に
赴
任
し
た
ん
で
す
が
、
私
に
は

「日
本
に
い
　
　
　
タ
ス
カ
　
と
て
も
い
い
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
　
　
　
タ
ス
カ
　
な
い
で
す
ね
。

る
」
と
い
う
実
感
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ん
で
す
よ
。　
　
す
。
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
で
は
、
少
し
お
金
の
余
裕
が

た
と
え
ば
お
茶
や
空
手
、
俳
句
や
歌
舞
伎
と
い
　
　
で
き
た
人
々
は
都
会
か
ら
離
れ
た
が
る
ん
で
す
　
　
セ
ル
フ
イ
メ
ー
ジ
の
変
革
が
重
要

っ
た
、

綱
本
の
伝
統
へ
の
興
味
が
あ
っ
て
日
本
　
　
よ
。
東
京
で
は
、
そ
れ
は
ま
ず
無
理
で
す
ね
。
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と
、
次
の
よ
う
に
な
る
か
と
思
い
ま
す
。

全
体
の
大
き
な
テ
ー
マ
は

「リ
ス
ト
ラ
」
に

つ
い
て
で
す
が
、
大
事
な
の
は
、
現
在
の
状
況

を
世
界
的
視
野
で
の

「グ
ロ
ー
バ
ル
・
リ
ス
ト

ラ
ク
チ
ュ
ア
リ
ン
グ
」
の
時
代
と
し
て
と
ら
え
、

そ
の
な
か
で
日
本
を
ど
う
考
え
た
ら
い
い
の

か
、
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
。

そ
の
際

一
番
大
事
な
こ
と
は
、
日
本
の

「
セ

ル
フ
イ
メ
ー
ジ
」
を
変
革
す
る
必
要
が
あ
る
と

い
う
こ
と
。
日
本
人
が
考
え
て
い
る
、
あ
る
い

は
外
国
人
が
考
え
て
い
る
、
横
並
び
意
識
や
製

造
業
に
代
表
さ
れ
る
モ
ノ
作
り
な
ど
に
こ
だ
わ

る
日
本
人
の
国
民
性
を
そ
ろ
そ
ろ
考
え
直
す
時

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
し
て
、

日
本
人
の
中
に
あ
る
独
自
の
創
造
力
を
こ
れ
か

ら
も
っ
と
開
発
す
べ
き
で
、
「穏
や
か
さ
」
で
は

な
く

「迫
力
」
こ
そ
が
こ
の
不
況
を
乗
り
切
っ

て
い
く
大
き
な
力
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
も

お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。

ソ
連
が
崩
壊
し
、
世
界
が
資
本
主
義
の
道
を

歩
む
と
す
る
と
、
今
後
は
発
展
途
上
国
と
呼
ば

れ
て
い
る
国
々
が

「世
界
の
工
場
」
に
な
る
。

そ
の
時
重
要
に
な
る
の
は
サ
ー
ビ
ス
産
業
で
あ

「
工
場
国
と
し
て
の
日
本
」
と
い
う
セ
ル
フ
イ
メ

ー
ジ
そ
の
も
の
を
変
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
う
す
る
と
「日
本
は
日
本
」
と
か
「外

国
は
外
国
」
と
か
、
そ
う
い
う
発
想
は
こ
れ
か

ら
の
日
本
の
発
展
を
妨
げ
る
。

を
と
か
く
重
視
し
て
、
相
手
が
何
を
望
ん
で
い

る
か
と
い
う
、
い
わ
ば
カ
ス
タ
ム

・
ヴ
ァ
リ
ュ

ー

（顧
客
の
ニ
ー
ズ
）
を
つ
か
む
た
め
の
マ
ｌ
ヶ

テ
イ
ン
グ
が
弱
い
。
グ
ロ
ー
バ
ル
・
マ
ｌ
ヶ
ッ

ト
に
進
出
す
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
と
勇
気
が
日
本
企

業
に
欠
け
て
い
る
と
の
指
摘
も
、
興
味
深
く
読

み
ま
し
た
。

タ
ス
カ
さ
ん
の
本
は
内
容
豊
富
で
、
適
切
な

要
約
に
な
っ
た
か
ど
う
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
た
提
言
が
実
際
、
日
本
の
中

で
受
け
入
れ
ら
れ
、
日
本
が
変
わ
っ
て
い
く
と

思
わ
れ
ま
す
か
。

タ
ス
カ
　
そ
れ
は
わ
か
ら
な

い
で
す
よ

（笑
）。
こ
れ
は
中
長
期
的
な
課
題
で
、
今
年
と
か

来
年
と
い
う
期
間
で
判
断
で
き
な
い
で
す
ね
。

製
造
業
か
ら
サ
ー
ビ
ス
産
業

へ
の
構
造
転
換

は
、
も
う
止
め
ら
れ
な
い
傾
向
で
す
。
け
れ
ど

そ
れ
を
、
仕
方
な
く
や
る
か
、
積
極
的
な
ヴ
ィ

ジ
ョ
ン
を
も
っ
て
や
る
か
が
重
要
な
こ
と
で
し

ょ
う
ね
。

私
は
こ
の
本
で
、
単
な
る
経
済
の
話
だ
け
で

な
く
、
政
治
の
問
題
や
社
会
の
価
値
観
も
関
連

す
る
重
要
な
テ
ー
マ
と
し
て
論
じ
ま
し
た
。
グ

いまはし。えいこ
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ロ
ー
バ
ル
・
リ
ス
ト
ラ
と
い
う
の
は
先
進
諸
国

に
と
っ
て
た
い
へ
ん
大
き
な
問
題
で
す
が
、
最

近
の
日
本
で
は
伝
統
的
価
値
観

へ
の
回
帰
願
望

と
い
っ
た
国
家
意
識

（ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
０

が
強
ま

っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
の
現
象
は

日
本
社
会
の
い
ろ
ん
な
面
で
起
こ
っ
て
い
ま

す
。
い
ま
の
日
本
は
、
国
際
化
に
向
か
う
よ
り

も
、
む
し
ろ
内
向
き
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
、
経
済
の
健
全
な
発
展
や
日
本
の
真

の
国
際
化
を
阻
害
す
る
要
因
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
。
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
つ
い
て
い
る
の
が
、

小
沢

一
郎
氏
の
言
う

「普
通
の
国
」
で
す
。
彼

が
対
象
と
し
て
い
る
の
は
政
治
の
世
界
で
す

が
、
霊
日
通
の
国
」
だ
け
で
は
な
く
、
翌
日通
の
企

業
」
翌
日通
の
生
活
」
翌
日通
の
何
々
」
を
目
指
す

こ
と
が
大
切
な
ん
で
す
。
し
か
し
、
今
は
、
「特

殊
な
国
Ｌ
特
殊
な
企
業
Ｌ
特
殊
な
雇
用
シ
ス
テ

ム
」
「特
殊
な
歴
史
観
」
な
ど
、
日
本
の
「特
殊

性
」
を
守
る
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ
ー
を

重
視
す
る
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
。
で
す
か
ら
、

グ
●
「
バ
ル
一
リ
ス
ト
ラ
ヘ
の
対
応
の
問
題
は
、

常
に
深
い
日
本
人
の
心
の
問
題
で
す
ね
。

日
本
で
の
議
論
に
参
加
す
る
た
め
に

今
橋
　
タ
ス
カ
さ
ん
は
、
「
エ
ピ
ロ
ー
グ
」
の

最
後
の

「
日
本
」
と
は
な
に
か
」
の
箇
所
で
、

「ジ
ャ
パ
ン
・ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
」
と
い
，２
言
い
方

を
し
て
い
ま
す
よ
ね
。

最
初
の
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
ォ
ッ
チ
ャ
ー
で
あ
る

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ

・
ハ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
日
本
は

「鏡
」
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
を
見
て
い
る
人

自
身
の
姿
が
そ
の
中
に
浮
か
ん
で
く
る
。
だ
か

ら
見
る
人
に
よ
っ
て
、
ま
っ
た
く
違
う
日
本
の

姿
が
見
え
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
今
後
ど
う

い
う

「日
本
観
」
を
人
々
が
選
択
す
る
か
と
い

う
こ
と
が
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ

っ
て
い
ま
す
ね
。

青
木
保
さ
ん
は

『「日
本
文
化
論
」
の
変
容
』

（中
央
公
論
社
）
の
中
で
、
そ
の
時
々
の
さ
ま
ざ
ま

な
日
本
文
化
論
は
、
日
本
人
あ
る
い
は
外
国
人

の
同
時
代
論
そ
の
も
の
だ
と
指
摘
し
て
い
る
の

で
す
が
、
八
〇
年
以
降
の
日
本
を
見
て
こ
ら
れ

従
来

の
ジ

ャ
パ

べ
て
を
調
べ
研
究
し
な
く
て
も
、
正
し
い
知

思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

タ
ス
カ
　
私
は
学
者
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

ら
、
ち
ょ
っ
と
比
較
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
と
く
に
ア
メ
リ
カ
は
、
日
本
を
近
代
化
と

い
う
視
点
か
ら
見
て
い
る
と
思
い
ま
す
ね
。
そ

の
場
合
、
ど
う
し
て
も
政
治
的
な
意
味
合
い
が

強
く
な
る
。
「進
歩
イ
コ
ー
ル
近
代
化
」
と
い
う

概
念
に
よ
っ
て
、
日
本
の
社
会
を
は
か
る
わ
け

で
す
ね
。
い
ず
れ
日
本
で
も
近
代
化
の
プ
ロ
セ

ス
が
完
成
さ
れ
て
、
西
洋
的
な
文
化

。
社
会
が

つ
く
ら
れ
る
、
そ
う
い
う
考
え
方
で
す
。

も
う

一
つ
は
、
い
わ
ゆ
る
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
と
い
う
視
点
で
す
。
日
本
を
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
の
国
と
考
え
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
西
洋

が
東
洋
の
文
物
を
指
し
て
使
っ
た
言
葉
で
、
そ

の
よ
う
な
西
洋
的
視
点
か
ら
発
言
す
る
国
は
東

洋
の
な
か
で
日
本
だ
け
で
す
。
し
か
も
日
本
は
、

西
洋
の
国
々
に
対
し
て
も
同
じ
発
想
で
見
る
傾

向
が
あ
る
ん
で
す
ね
。

今
橋
　
タ
ス
カ
さ
ん
は
、
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ

ム
と
い
う
視
点
抜
き
に

「等
身
大
の
」
日
本
を

見
る
こ
と
の
で
き
る
ジ
ャ
パ
ン
・
ウ
オ
ッ
チ
ャ

く

り

な

ど

は

そ
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か
。
例
え
ば
、
こ
の
本
の
英
語
版
と
か
…
…
？

タ
ス
カ
　
考
え
て
い
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、

こ
れ
は
、
九
〇
年
代
の
日
本
が
政
治
や
経
済
の

面
で
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
「外
国
人
に

伝
え
る
た
め
」
に
書
い
た
の
で
は
な
く
、
私
自

身
が

一
人
の
人
間
と
し
て

「日
本
で
の
議
論
に

参
加
す
る
た
め
」
に
書
い
た
ん
で
す
。

今
橋
　
そ
う
い
う
意
味
で
も
タ
ス
カ
さ
ん
の

お
仕
事
の
中
心
は
日
本
に
あ
る
わ
け
で
す
ね
。

日
本
で
の
議
論
に
一
個
人
と
し
て
参
加
す
る
と

い
う
こ
と
に
、
ご
自
分
の
仕
事
の
意
味
を
感
じ

て
い
ら
っ
し
や
る
。

タ
ス
カ
　
そ
う
で
す
。
日
本
の
現
状
を
海
外

に
伝
え
る
の
も
価
値
が
あ
る
と
は
思
い
ま
す

が
、
し
か
し
、
そ
れ
を
理
解
で
き
る
「知
識
人
」

と
い
う
も
の
は
も
う
い
な
い
ん
で
す
よ
。
特
定

の
分
野
に
つ
い
て
深
い
知
識
を
持

っ
て
い
る
人

は
い
ま
す
が
、
す
べ
て
の
分
野
を
カ
バ
ー
で
き

る
オ
ー
ル
マ
イ
テ
イ
ー
な
知
識
人
は
も
う
い
ま

せ
ん
。

そ
の
意
味
で
マ
ス
コ
ミ
の
発
達
は
社
会
の
成

熟
に
と
っ
て
非
常
に
大
事
で
す
ね
。
筆
者
や
メ

識
が
吸
収
で
き
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
今
日
、

マ
ス
コ
ミ
の
レ
ベ
ル
の
高
さ
が
非
常
に
重
要
で

す
ね
。
そ
し
て
、
情
報
を
吸
収
す
る
意
欲
は
自

動
的
に
起
き
る
も
の
で
は
な
く
、
必
要
性
が
あ

る
か
ら
こ
そ
起
き
る
ん
で
す
よ
。

今
橋
　
信
用
に
足
る
だ
け
の
情
報
を
マ
ス
コ

ミ
が
提
供
す
る
こ
と
は
、
今
日
の
よ
う
な
高
度

情
報
化
と
知
識
の
細
分
化
が
進
ん
だ
社
会
で
は

本
当
に
重
要
な
こ
と
で
す
よ
ね
。

特
殊
性
の
主
張
は
不
健
全

今
橋
　
最
後
に
、
こ
の
本
で
言
い
足
り
な
か

っ
た
こ
と
、
読
者
に
伝
え
た
い
メ
ッ
セ
ー
ジ
が

あ
り
ま
し
た
ら
お
聞
か
せ
下
さ
い
。

タ
ス
カ
　
そ
う
で
す
ね
…
…
ま
ず
オ
リ
エ
ン

タ
リ
ズ
ム
の
話
で
す
が
、
日
本
人
は
日
本
に
対

し
て
オ
リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
考
え
す
ぎ

る
傾
向
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
日
本
人
も
も
は
や

伝
統
的
な
も
の
か
ら
離
れ
て
日
常
生
活
を
し
て

い
ま
す
か
ら
、
日
本
的
な
も
の
を
す
べ
て
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
発
想
で
く
く
っ
て
し
ま
う
。

の
い
い
例
で
す
。

日
本
の
歴
史
や
日
本
人
の
国
民
性
や
日
本
的

な
も
の
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
も
、
す
べ
て
オ

リ
エ
ン
タ
リ
ズ
ム
の
発
想
で
考
え
て
い
る
ん
で

す
ね
。
た
と
え
ば
日
本
の
終
身
雇
用
の
シ
ス
テ

ム
は
日
本
の
国
民
性
に
立
脚
し
て
い
る
と

一
般

的
に
は
言
わ
れ
ま
す
が
、
し
か
し
、
戦
前
に
は

な
か
っ
た
も
の
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
「
い
ま
あ

る
も
の
は
日
本
的
で
、
昔
の
ル
ー
ツ
と
ど
こ
か

で
つ
な
が
っ
て
い
る
」
と
い
う
オ
リ
エ
ン
タ
リ

ズ
ム
は
、
あ
る
意
味
で
は
不
健
全
だ
と
思
い
ま

す
ね
。

今
橋
　
そ
れ
は
経
済
に
と
っ
て
不
健
全
と
い

う
こ
と
で
す
か
。

タ
ス
カ
　
そ
れ
だ
け
じ
や
な
い
で
す
ね
。
人

の
付
き
合
い
方
も
そ
う
で
す
ね
。
世
界
に
向
け

て
日
本
人
や
日
本
文
化
の
特
殊
性
を
主
張
す
る

の
は
健
全
と
は
い
え
な
い
ん
じ
や
な
い
で
し
よ

う
か
。
あ
ら
ゆ
る
面
で
基
本
的
に
共
通
点
が
多

い
。
そ
の
見
方
が
非
常
に
大
事
で
す
ね
。

今
橋
　
こ
の
本
の
中
で
も
、
い
ま
は
特
殊
と

い
う
殻
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
時
代
で

は
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
ね
。
で
は
、

■
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田
田
皿
＝
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盟
旧
旧
旧
画
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＝
＝
＝
＝
＝
＝
Ｈ
Ｈ
＝
＝
＝
Ｈ
＝
『
１
１
１
１
１
１
１
１
「
「
「
一

し

て

油

項

一
３

気

え

る

と

デ

ィ

ア

て
信
頼

感

が
あ

れ
ば

、
自

分

で



普
遍
と
い
う
も
の
は
ど
こ
に
あ
る
か
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
や
ア
メ
リ
カ
に
あ
る
の
か
…
…
。

タ
ス
カ
　
い
や
、
そ
れ
は
わ
か
ら
な
い
で
す

ね
。
近
代
化
は
普
遍
的
な
価
値
で
あ
る
と
は
も

う
誰
も
信
じ
て
い
な
い
。
で
も
、
完
全
な
相
対

論
も
ち
ょ
っ
と
危
険
性
が
あ
る
と
思
い
ま
す

ね
。
普
遍
と
い
う
も
の
は
ま
だ
誰
も
見
つ
け
て

い
な
い
と
考
え
た
ほ
う
が
い
い
で
す
ね
。

今
橋
　
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。

タ
ス
カ
　
日
本
の
躍
進
に
よ
り
、
い
ま
は
「近

代
化
イ
コ
ー
ル
西
洋
化
」
と
い
う
単
純
な
発
想

そ
の
も
の
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
、
三

百
年
の
間
、
西
洋
が
凌
駕
し
て
き
た
先
端
技
術

の
世
界
で
、
戦
後
の
日
本
は
め
ざ
ま
し
い
成
果

を
あ
げ
て
き
た
。
そ
し
て
、
経
済
や
ビ
ジ
ネ
ス

の
世
界
で
も
成
功
を
収
め
て
き
ま
し
た
が
、
そ

の
背
景
に
は
文
化
的
な
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま

す
ね
。

小
さ
な
例
で
す
が
、
た
と
え
ば
ウ
ォ
ー
ク
マ

ン
と
い
う
商
品
は
、
日
本
の
企
業
以
外
で
は
で

き
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
の
大
都
会

の
現
状
や
生
活
感
覚
か
ら
生
ま
れ
た
発
想
だ
と

思
う
ん
で
す
。

「近
代
化
イ
コ
ー
ル
西
洋
化
」
と
い
う
図
式
そ

の
も
の
が
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
リ
ス
ト
ラ
の
時
代

の
も
う

一
つ
の
大
き
な
挑
戦
で
す
ね
。

今
橋
　
先
ほ
ど
タ
ス
カ
さ
ん
は

「日
本
で
の

議
論
に
参
加
す
る
た
め
」
に
、
こ
の
本
を
書
か

れ
た
と
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
こ
れ
か
ら
ど

ん
な
方
々
と
議
論
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

タ
ス
カ
　
世
界
や
日
本
に
つ
い
て
の
問
題
意

識
を
持

っ
て
い
る
柔
軟
性
の
あ
る
人
々
で
す

ね
。
も
っ
と
も
、
「何
で
外
国
人
が
書
い
た
日
本

論
を
読
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う

人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い

（笑
）。
そ
れ
も
、
わ

〈対
談
を
終
え
て
〉

ピ
ー
タ
ー

・
タ
ス
カ
氏
と
、
私
と
は
、
い
わ

ば
同
世
代
の
人
間
で
あ
る
。
戦
後
の
高
度
成
長

期
に
育
ち
、
六
十
年
代

。
学
生
闘
争
の
次
の
時

代
に
、
青
春
を
す
ご
し
た
世
代
で
あ
る
。
タ
ス

カ
氏
と
の
対
談
を
終
え
て
、
改
め
て
印
象
づ
け

ら
れ
た
の
は
、
カ
ル
チ
ャ
ー

・
シ
ョ
ッ
ク
な
ど

と
い
う
状
況
を
ほ
と
ん
ど
経
験
し
た
こ
と
も
な

く
、
さ
ば
さ
ば
と
東
京
生
活
を
楽
し
ん
で
い
る
、

か
ら
な
く
は
な
い
。
日
本
人
が
書
い
た
イ
ギ
リ

ス
論
は
イ
ギ
リ
ス
で
そ
ん
な
に
売
れ
る
も
ん
じ

ゃ
な
い
で
し
ょ
う
。
（笑
）

今
橋
　
で
も
、
日
本
で
は
売
れ
る
ん
で
す
よ

ね
。
（笑
）

タ
ス
カ
　
た
だ
、
私
の
本
を
読
ん
だ
人
に
、

少
し
で
も
い
ま
ま
で
と
は
違

っ
た
ポ
イ
ン
ト
を

発
見
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
「あ

っ
そ
う
か
」
と
い

う
反
応
を
し
て
も
ら
え
れ
ば
、
非
常
に
う
れ
し

い
で
す
ね
。

今
橋
　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
一
九
九
四
年
七
月
二
十
九
日
収
録
）

同
世
代
人
の
姿
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
タ
ス
カ
氏

の
専
門
的
職
業
が
、
証
券
ア
ナ
リ
ス
ト
で
あ
る

こ
と
と
も
大
い
に
関
係
し
よ
う
。
バ
ブ
ル
時
代

の
前
後
十
年
以
上
に
わ
た
り
、
日
本
経
済
の
動

向
を
分
析
し
続
け
て
き
た
氏
の
著
書
は
、
こ
の

不
況
時
代
、
む
し
ろ
こ
れ
か
ら
の
日
本
を
占
う

書
と
し
て
、　
一
般
に
は
読
ま
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。

本

は

甦

る

か

　

　

性

の

認

識

」

の
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ヽ
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ヽ
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Ｏ
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ヽ
ヽ
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８
一ｏ
いｏ
『
〔す
ｏ
ｏ
ｏ
日
ｐ』●
”

∽
８
ｏ
●
Ｑ
Ｏ
ｏ
】Ｑ
ｏ
●
＞
”
ｏ
Ｒ

ｏ
”
ｏ
一ご
】お
日

じ
」

（講
談

社
、
一
九
九
四
年
七
月
）を
と
り
上
げ
た
。
断
る
ま

で
も
な
く
、
本
書
の
大
き
な
目
的
の

一
つ
で
あ

る
日
本
経
済
の
現
状
分
析
に
つ
い
て
、
畑
違
い

の
私
と
し
て
は
評
価
す
る
資
格
は
な
い
。
そ
れ

は
今
後
の
専
門
家
の
批
評
を
倹
ち
た
い
と
思

う
。
む
し
ろ
こ
こ
で
は
、
本
書
が

一
般
書
と
し

て
書
か
れ
た
が
ゆ
え
に
、
性
格
的
に
備
わ
ざ
る

を
得
な
か
っ
た

「現
在
日
本
論
」
の
側
面
に
注

目
し
て
み
た
。

青
木
保
氏
の
著
書

「
日
本
文
化
論
」
の
変
容

―
―
戦
後
日
本
の
文
化
の
ア
イ
デ
ン
テ
イ
テ
イ

ー
』
↑
Ｔ
人公
論
社
、　
一
九
九
〇
年
）
に
よ
る
と
、　
一

九
四
五
年
よ
り
九
〇
年
ま
で
に
内
外
で
書
か
れ

た

「日
本
文
化
論
」
の
総
数
は
、
二
千
点
を
上

回
る
だ
ろ
う
と
い
う
。
う
っ
か
り
す
る
と

「大

衆
消
費
財
」
に
な
り
か
ね
な
い
多
く
の
日
本
文

化
論
の
中
か
ら
、
青
木
氏
は
代
表
的
著
作
を
選

択
し
、
そ
れ
を
時
期
的
に
四
期
に
大
別
し
て
、

各
々
を
性
格
づ
け
て
い
る
。
第

一
期

（四
五
～
五

四
年
）
は
、桑
原
武
夫

『現
代
日
本
文
化
の
反
省
』

に
み
る
よ
う
な
、
敗
戦
直
後
の

「否
定
的
特
殊

は
、
加
藤
周

一
「日
本
文
化
の
雑
種
性
」、
梅
樟

忠
夫

「文
明
の
生
態
史
観
序
説
」
の
両
論
文
に

展
開
さ
れ
た
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
視
野
に
も
と
づ

く

「歴
史
的
相
対
性
の
認
識
」
の
時
代
。
第
二

期

宍
四
～
△
一一年
）
は
、
中
根
千
枝

『タ
テ
社
会

の
人
間
関
係
』
土
居
健
郎
「
甘
え
」
の
構
造
』
か

ら
エ
ズ
ラ
・ヴ
ォ
ー
ゲ
ル

『ジ
ャ
パ
ン
・
ア
ズ
ｏ

ナ
ン
バ
ー
フ
ン
』
に
至
る
、
今
で
も
私
た
ち
の

記
憶
に
新
し
い
、
「日
本
文
化
論
」
の
隆
盛
と
、

そ
れ
が

「肯
定
的
特
殊
性
の
認
識
」
を
表
象
す

る
時
代
で
あ
る
。
そ
し
て
青
木
氏
は

一
九
八
四

年
以
降
の
第
四
期
を

「特
殊
か
ら
普
遍
」
の
時

代
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
「日
本
的
」
で
あ
る
と

さ
れ
る
政
治
、
企
業
、
社
会
構
造
、
人
間
関
係

な
ど
の

「特
殊
性
」
が
、
戦
後
日
本
の
成
功
を

も
た
ら
し
た
―
―
と
す
る
ナ
ル
シ
シ
ズ
ム
や
、

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
、
八
〇
年
代
に
一
転
し
て
、

外
国
か
ら
の

「日
本
叩
き
」
の
対
象
と
な
っ
た

と
い
う
事
実
を
ふ
ま
え
、
そ
の
双
方
の
論
調
に

欠
け
て
い
る
文
化
相
対
論
的
視
点
を
指
摘
し
て

い
る
。

タ
ス
カ
氏
の
著
書
は
、
否
応
な
く
世
界
経
済

の
動
向
の
鍵
を
に
ぎ

っ
て
い
る
九
〇
年
代
日
本

の
現
在
を
対
象
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
「日

本
的
」
な
る
も
の
を
肯
定
的
に
せ
よ
、
否
定
的

に
せ
よ
強
調
す
る
と
い
う
立
場
か
ら
遠
く
隔
っ

て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
氏
自
身
も
こ
の
対

談
で
明
言
す
る
通
り
、
タ
ス
カ
・
レ
ポ
ー
ト
は
、

「現
代
日
本
の
様
々
な
議
論
に
、
自
ら
も
参
加
す

る
」
意
欲
を
、
強
く
示
し
て
い
る
と
言
え
る
だ

ろ
う
し
、
だ
か
ら
こ
そ
本
書
を
叩
き
台
と
し
た

将
来
の
対
話
に
こ
そ
、
こ
の
本
の
真
の
価
値
が

発
揮
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

最
後
に

一
言
―
―
タ
ス
カ
氏
は
本
書
の
中

で
、
フ
ロ
ン
ガ
ス
の
オ
ゾ
ン
層
破
壊
の
問
題
を

重
要
視
す
べ
き
で
な
い
（
一
五
五
～
一
五
六
頁
）
と

の
見
解
や
、
リ
サ
イ
ク
リ
ン
グ
運
動
が
経
済
規

模
を
縮
小
す
る
盆
五
八
頁
）と
い
う
意
見
な
ど
、

私
に
は
意
外
に
思
え
る
点
を
い
く
つ
か
示
し
て

お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
詳
細
に
お
聞
き

す
る
時
間
が
な
か
っ
た
の
が
残
念
で
あ
っ
た
。

こ
の
二
年
間
に
三
冊
も
の
書
物
を

一
般
読
者
に

向
け
て
著
し
て
き
た
タ
ス
カ
氏
に
、
今
度
は
、

デ
ー
タ
や
引
用
の
典
拠
を
明
記
し
、
し
か
も
専

門
に
偏
ら
な
い
、
よ
り
本
格
的
で
精
緻
な

「日

本
文
化
論
」
を
期
待
し
た
い
、
と
い
う
の
が
、

私
の
一
読
者
と
し
て
の
願
い
で
あ
る
。


