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は
じ
め
に

三
浦
綾
子
『
氷
点
』（
初
出
『
朝
日
新
聞
』
一
九
六
四
・
一
二
・
九
～
六
五
・
一
一
・

一
四
。
朝
日
新
聞
社
、
一
九
六
五
・
一
一
）『
続
氷
点
』（
初
出
『
朝
日
新
聞
』
一
九
七
〇
・

五
・
一
二
～
七
一
・
五
・
一
〇
。
朝
日
新
聞
社
、
一
九
七
一
・
五
）
は
主
人
公
・
陽
子

が
〈
原
罪
〉
そ
し
て
〈
赦
し
〉
を
知
る
物
語
で
あ
る
と
言
わ
れ
、
一
千
万
円
と

い
う
破
格
の
懸
賞
小
説
受
賞
作
で
あ
る
こ
と
、
さ
ら
に
受
賞
者
が
「
北
海
道
の

雑
貨
屋
さ
ん
の
お
ば
さ
ん⑴
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。

そ
の
人
気
は
、「
さ
い
ご
に
は
「
ヨ
ウ
コ
ハ
シ
ン
デ
ハ
ナ
ラ
ナ
イ
」、
あ
る
い
は

「
ヨ
ウ
コ
ヲ
シ
ナ
セ
ナ
イ
デ
」
と
、
け
な
げ
な
陽
子
の
姿
に
共
感
し
た
読
者
た

ち
か
ら
熱
烈
な
電
文
を
お
く
ら
れ
る⑵
」
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ほ

ど
の
人
気
を
誇
っ
た
作
品
の
テ
ー
マ
が
、〈
原
罪
〉
で
あ
る
と
い
う
点
は
見
逃

せ
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
キ
リ
ス
ト
教
文
学
と
い
う
観
点
か
ら
、『
氷
点
』『
続
氷

点
』
の
示
す
〈
原
罪
〉
に
対
す
る
論
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
き
た
。

田
川
健
三
は
『
批
判
的
主
体
の
形
成
』（
三
一
書
房
、
一
九
七
一
・
八
）
に
お
い

て
、
遠
藤
周
作
と
三
浦
を
比
較
し
、
三
浦
の
キ
リ
ス
ト
教
観
念
を
浅
は
か
で
あ

る
と
批
判
し
た
。
新
約
聖
書
学
者
と
し
て
名
高
い
田
川
の
論
は
三
浦
批
判
の
代

表
と
も
言
え
、
上
出
恵
子
も
『
三
浦
綾
子
研
究
』（
双
文
社
、
二
〇
〇
一
・
三
）
に

お
い
て
田
川
の
論
を
引
用
し
、
一
応
の
同
意
を
示
し
た
。
田
川
を
除
い
て
は
、

三
浦
の
宗
教
観
に
批
判
的
な
論
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
佐
古
純
一
郎
「
三

浦
綾
子
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
〇
巻
一
〇
号
、
一
九
八
五
・
九
）、
水
谷

昭
夫
「
原
罪
を
み
つ
め
る
清
冽
な
心

―
『
氷
点
』」（『
三
浦
綾
子
全
集
』
第

一
巻
、
主
婦
の
友
社
、
一
九
九
一
・
七
）、
岡
野
裕
行
「
三
浦
文
学
に
お
け
る

キ
リ
ス
ト
教
信
仰
と
布
教
」（『
国
文
学　

解
釈
と
鑑
賞
』
第
七
四
巻
四
号
、
二
〇
〇

九
・
四
）
は
、『
氷
点
』
が
信
仰
の
文
学
と
し
て
成
功
し
て
い
る
と
論
じ
た
。

た
だ
し
近
年
で
は
、『
氷
点
』
が
〈
原
罪
〉
と
い
う
概
念
の
表
現
に
成
功
し

て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
が
読
者
に
伝
わ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
す
る
論

も
多
く
見
ら
れ
る
。
尾
崎
秀
樹
「
三
浦
綾
子
文
学
の
魅
力
」（『
国
文
学　

解
釈
と

鑑
賞
』
第
六
三
巻
一
一
号
、
一
九
九
八
・
一
一
）、
道
下
晃
子
「
三
浦
綾
子
『
氷
点
』

論
：
成
功
し
た
「
失
敗
作
」
下
」（『
国
語
教
育
論
叢
』
第
一
九
巻
、
島
根
大
学
、
二

〇
一
〇
・
二
）
が
そ
の
代
表
だ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
先
行
研
究
で
は
、
一
部
批
判
的
な
論
も
あ
る
が
、
ほ
と
ん
ど

が
『
氷
点
』『
続
氷
点
』
を
〈
原
罪
〉
の
表
現
に
成
功
し
て
い
る
と
し
て
、
高

く
評
価
し
て
い
る
。
確
か
に
三
浦
自
身
が
、「
私
と
し
て
は
原
罪
と
い
う
キ
リ

ス
ト
教
の
思
想
を
何
と
か
訴
え
た
い
と
い
う
気
負
い
が
あ
っ
た⑶
」
と
述
べ
て
い

る
以
上
、〈
原
罪
〉
が
『
氷
点
』
の
テ
ー
マ
で
あ
る
と
い
う
点
に
間
違
い
は
な
い
。

三
浦
綾
子
『
氷
点
』『
続
氷
点
』

―
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
要
因

―

渡　
　

邊　
　

か
お
り
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し
か
し
、
果
た
し
て
〈
原
罪
〉
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
要
因
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う

か
。尾

崎
秀
樹
は
「
も
っ
と
も
三
浦
綾
子
が
基
督
者
と
し
て
信
仰
の
場
で
体
得
し

た
〝
原
罪
〟
の
意
識
が
、
そ
の
ま
ま
の
か
た
ち
で
一
般
読
者
に
共
感
さ
れ
る
と

は
思
え
な
い⑷
」
と
述
べ
て
い
る
。
確
か
に
『
氷
点
』
を
読
ん
だ
だ
け
で
〈
原
罪
〉

を
正
確
に
理
解
で
き
る
一
般
人
が
多
い
と
は
思
え
な
い
。
つ
ま
り
、
多
大
な
読

者
を
獲
得
し
た
理
由
が
〈
原
罪
〉
に
あ
る
と
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
る
。
で
は
、

『
氷
点
』
ブ
ー
ム
の
要
因
と
は
、
一
体
何
な
の
か
。
本
稿
で
は
、
作
品
を
読
み

解
き
、
さ
ら
に
時
代
背
景
を
重
視
し
、『
氷
点
』『
続
氷
点
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

に
な
っ
た
要
因
を
解
き
明
か
し
た
い
。

一　

罪
の
混
合 

　
　
　
　

―
〈
原
罪
〉
と
〈
自
罪
〉

―

辻
口
啓
造
の
妻
・
夏
枝
は
辻
口
病
院
の
眼
科
医
・
村
井
靖
夫
と
密
会
し
て
い

た
。
そ
の
と
き
夏
枝
は
長
女
・
ル
リ
子
を
家
の
外
へ
追
い
出
し
て
し
ま
う
。
こ

の
夏
枝
の
失
態
こ
そ
が
、『
氷
点
』
の
は
じ
ま
り
で
あ
っ
た
。
夏
枝
と
村
井
の

密
会
の
場
面
に
は
、「
結
婚
し
て
六
年
、
夫
以
外
の
男
性
に
は
じ
め
て
口
づ
け

を
頬
に
受
け
た
こ
と
が
、
夏
枝
の
感
情
を
た
か
ぶ
ら
せ
た
」
と
あ
る
。
つ
ま
り

夏
枝
は
、
村
井
を
心
か
ら
愛
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
恋
愛
の
刺
激
を
楽
し
み
、

退
屈
な
日
常
、
す
な
わ
ち
家
庭
か
ら
の
逃
避
行
を
望
ん
で
い
る
の
だ
。
尾
崎
秀

樹
は
夏
枝
の
罪
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る⑸
。

同
じ
残
酷
で
も
、
現
実
に
ど
こ
か
の
家
庭
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
程
度
の
残
酷
さ
で
あ
り
、
そ
の
い
ず
れ
も
が
、
ほ
と
ん
ど
未
遂
に

お
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
『
氷
点
』
の
し
め
す
残
酷
の
ワ
ク
組
を
、
あ
る
程

度
暗
示
し
て
く
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

つ
ま
り
、
夏
枝
の
罪
は
あ
る
程
度
日
常
的
で
あ
り
、
読
者
に
と
っ
て
理
解
し
や

す
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
黒
古
一
夫
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る⑹
。

『
氷
点
』
成
功
の
最
大
の
理
由
は
、
ま
さ
に
こ
の
人
間
存
在
の
根
源
に
関

わ
る
「
原
罪
」
問
題
を
キ
リ
ス
ト
者
固
有
の
世
界
に
限
定
せ
ず
、
広
く
人

間
の
普
遍
的
問
題
と
し
て
捉
え
直
し
、
作
品
の
テ
ー
マ
と
し
た
と
こ
ろ
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。

原
罪
を
「
広
く
人
間
の
普
遍
的
問
題
と
し
て
捉
え
直
」
す
こ
と
が
で
き
た
の

は
、
夏
枝
の
罪
が
一
般
人
に
と
っ
て
共
感
し
や
す
か
っ
た
か
ら
だ
ろ
う
。

親
の
姦
通
を
罪
と
し
て
背
負
う
陽
子
よ
り
、
自
ら
の
姦
通
を
罪
と
し
て
背
負

う
夏
枝
の
方
が
、
明
ら
か
に
理
解
し
や
す
い
。
そ
ん
な
夏
枝
の
存
在
は
、『
氷

点
』
を
通
俗
的
に
し
、
純
文
学
と
し
て
の
評
価
を
下
げ
て
い
る
と
も
言
え
る
。

し
か
し
、
そ
れ
が
か
え
っ
て
罪
の
存
在
を
分
か
り
や
す
く
し
、
大
衆
文
学
の
親

し
み
や
す
さ
と
キ
リ
ス
ト
教
文
学
の
難
し
さ
の
バ
ラ
ン
ス
を
取
っ
て
い
る
の
だ

と
考
え
ら
れ
る
。

つ
づ
い
て
、
陽
子
の
義
父
・
啓
造
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
ル
リ
子
の
遺
体
が

発
見
さ
れ
た
川
で
、
啓
造
が
あ
る
事
実
を
思
い
出
す
場
面
を
引
用
す
る
。

　

や
は
り
こ
の
川
原
だ
っ
た
。
啓
造
が
十
七
か
八
の
夏
だ
っ
た
。
近
所
の

八
つ
ぐ
ら
い
の
女
の
子
を
連
れ
て
、
こ
の
川
に
泳
ぎ
に
来
た
こ
と
が
あ
っ

た
。（
略
）

　

啓
造
は
つ
と
め
て
自
然
に
、
女
の
子
を
ひ
ざ
に
抱
き
か
か
え
る
と
、



― ―204

「
誰
に
も
い
っ
て
は
、
い
け
な
い
よ
」

と
お
ど
す
よ
う
に
ひ
く
く
い
っ
た
。（
略
）

　

そ
れ
以
来
、
そ
の
女
の
子
は
、
啓
造
の
顔
を
み
る
と
逃
げ
る
よ
う
に

な
っ
た
。（
略
）
そ
の
時
、
啓
造
は
そ
の
子
が
何
か
の
急
病
で
死
ん
で
く

れ
れ
ば
よ
い
と
思
っ
た
。
誰
に
も
知
ら
れ
ず
に
殺
す
こ
と
が
で
き
る
も
の

な
ら
、
殺
し
た
い
と
さ
え
思
っ
た
。

（
犯
人
の
佐
石
と
お
れ
と
、
ど
れ
だ
け
の
ち
が
い
が
あ
る
の
か
）（
略
）

（
医
学
博
士
の
辻
口
啓
造
も
、
殺
人
犯
人
の
佐
石
土
雄
も
、
結
局
は
同
じ

な
の
だ
）

「
医
学
博
士
の
辻
口
啓
造
も
、
殺
人
犯
人
の
佐
石
土
雄
も
、
結
局
は
同
じ
な

の
だ
」
と
い
う
一
文
を
読
む
と
き
、
読
者
は
自
ら
に
も
何
か
し
ら
の
罪
が
潜
在

し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
は
ず
だ
。
陽
子
の
原
罪
だ
け
を
描
く
の
で
は

な
く
、
夏
枝
、
啓
造
の
よ
う
に
ご
く
一
般
的
で
共
感
の
し
や
す
い
〈
罪
〉
が
散

り
ば
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、〈
原
罪
〉
へ
の
理
解
が
し
や
す
く
な
っ
て
い

る
の
だ
と
言
え
る
。

こ
こ
か
ら
は
、
ル
リ
子
を
殺
し
た
男
・
佐
石
に
つ
い
て
論
じ
る
。
佐
石
は
、

不
遇
の
人
生
を
歩
ん
で
い
た
。
関
東
大
震
災
で
両
親
を
失
い
、
大
凶
作
の
影
響

で
、
タ
コ
部
屋
を
転
々
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
結
婚
し
た
も
の
の
、

妻
は
出
産
直
後
に
他
界
す
る
。
佐
石
は
妻
の
死
後
二
〇
日
間
、
ほ
と
ん
ど
眠
ら

ず
、
道
路
工
事
の
仕
事
と
赤
ん
坊
の
世
話
を
続
け
た
。
そ
し
て
あ
る
日
と
う
と

う
赤
ん
坊
の
泣
き
声
に
耐
え
き
れ
な
く
な
り
、
赤
ん
坊
を
置
い
て
外
に
出
た
と

こ
ろ
、
ち
ょ
う
ど
夏
枝
に
追
い
出
さ
れ
た
ル
リ
子
に
遭
遇
し
た
の
だ
っ
た
。

そ
も
そ
も
タ
コ
部
屋
と
は
、
ど
う
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

上
野
英
信
編
『
近
代
民
衆
の
記
録

―
鉱
夫⑺
』
所
収
の
「
蛸
部
屋
労
働
手
記
」

に
描
か
れ
て
い
る
、
佐
藤
金
太
郎
の
手
記
を
引
用
し
た
い
。

　

…
…
自
分
が
此
の
家
に
来
た
時
主
人
が
前
金
を
貸
す
と
言
つ
た
が
何
程

貸
す
の
か
と
尋
ね
て
見
た
ら
、
現
金
で
は
貸
さ
ぬ
、
此
所
に
来
て
か
ら
北

海
道
に
行
く
迄
の
間
毎
日
の
弁
当
代
、
其
の
他
菓
子
、
煙
草
等
を
差
し
上

げ
る
の
が
前
金
だ
と
其
の
人
が
言
ふ
の
で
自
分
も
二
度
吃
驚
…
…
。
此
の

他
現
金
と
し
て
借
り
た
の
は
、
汽
車
に
乗
つ
て
か
ら
煙
草
代
其
の
他
菓
子

代
と
し
て
一
円
と
、
武
田
の
部
屋
に
居
る
一
週
間
の
内
に
一
円
五
十
銭
を

借
り
た
に
過
ぎ
ず
…
…
只
の
二
円
五
〇
銭
現
金
前
貸
に
依
つ
て
六
ヶ
月
間

慣
れ
な
い
仕
事
を
犬
猫
の
如
く
終
日
働
か
さ
れ
る
人
の
心
情
を
察
す
る
時
、

一
掬
の
涙
な
き
を
得
ん
や
。

そ
し
て
佐
藤
金
太
郎
は
ほ
ぼ
毎
日
、
午
前
二
時
か
ら
午
後
七
時
ま
で
、
ト
ロ

押
し
（
ト
ロ
ッ
コ
押
し
の
こ
と
で
あ
る
と
予
想
す
る
）
を
さ
せ
ら
れ
た
。
少
し

で
も
立
ち
止
ま
れ
ば
暴
力
を
振
る
わ
れ
、
そ
れ
に
対
す
る
治
療
は
施
さ
れ
な

か
っ
た
と
い
う
。
佐
石
は
わ
ず
か
一
六
歳
に
し
て
、
こ
の
よ
う
な
過
酷
な
状
況

に
置
か
れ
た
。
そ
れ
も
二
三
歳
で
入
隊
す
る
ま
で
、
実
に
七
年
間
も
で
あ
る
。

確
か
に
、
ど
の
よ
う
な
状
況
下
に
あ
っ
て
も
人
を
殺
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

し
か
し
、
佐
石
は
悪
意
が
あ
っ
て
ル
リ
子
を
連
れ
だ
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
震

災
、
凶
作
、
大
戦
な
ど
、
時
代
と
環
境
に
起
因
す
る
不
幸
に
耐
え
ら
れ
な
く
な

り
、
衝
動
的
に
ル
リ
子
を
殺
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
も
し
、
佐
石
が
こ
れ
ほ
ど

ま
で
に
不
遇
な
人
生
を
歩
ん
で
い
な
け
れ
ば
、
ル
リ
子
を
殺
す
こ
と
は
な
か
っ

た
は
ず
だ
。

時
代
に
よ
っ
て
罪
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
人
物
は
、
佐
石
だ
け
で
は
な
い
。
陽

子
の
義
理
の
父
・
三
井
弥
吉
も
ま
た
、
そ
の
一
人
で
あ
る
。
弥
吉
は
戦
時
中
、



― ―205

中
国
北
支
で
妊
婦
の
腹
を
か
き
裂
く
と
い
う
大
罪
を
犯
し
た
。
こ
の
残
虐
な
行

為
は
、
弥
吉
の
意
志
で
行
わ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
上
官
に
銃
で
脅
さ
れ
て

行
っ
た
も
の
だ
っ
た
。
銃
を
背
に
突
き
付
け
ら
れ
る
と
い
う
恐
怖
の
中
で
、
弥

吉
は
普
段
の
弥
吉
で
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
弥
吉
を

強
く
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
弥
吉
と
佐
石
の
罪
は
、
個
人
の
悪
意
で
は
な

く
、
戦
争
、
そ
し
て
貧
困
と
い
う
社
会
問
題
が
引
き
起
こ
し
た
と
言
っ
て
も
過

言
で
は
な
い
の
だ
。

こ
こ
ま
で
の
論
を
踏
ま
え
、
登
場
人
物
を
〈
罪
〉
の
種
類
に
よ
っ
て
三
種
類

に
分
け
た
い
。
そ
の
前
に
ま
ず
、『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典⑻
』
に
よ
り
、〈
原
罪
〉

の
意
味
を
確
認
す
る
。

全
人
類
は
罪
の
支
配
下
に
あ
り
、
人
間
は
誰
も
罪
人
で
あ
る
。
自
分
の
責

任
下
に
自
由
意
思
を
悪
用
し
て
自
罪
を
犯
す
こ
と
は
誰
に
も
避
け
ら
れ
な

い
が
、
さ
ら
に
そ
れ
に
先
立
っ
て
人
は
誰
も
が
初
め
か
ら
神
の
祝
福
の
な

い
罪
人
状
態
に
生
ま
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
踏
ま
え
、「
自
分
の
責
任
下
に
自
由
意
思
を
悪
用
し
て
自
罪
を
犯
す
」

人
間
を
①
、「
初
め
か
ら
神
の
祝
福
の
な
い
罪
人
」
を
②
、
社
会
か
ら
強
い
ら

れ
て
罪
人
に
な
っ
た
者
を
③
と
す
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
区
分
に
な
る
。

①
夏
枝
、
啓
造
、
恵
子

②
陽
子

③
佐
石
、
弥
吉

で
は
、
こ
の
三
区
分
は
、『
氷
点
』
に
ど
の
よ
う
な
効
果
を
与
え
て
い
る
の
か
。

先
に
引
用
し
た
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
の
説
明
か
ら
は
、〈
自
罪
〉
と
〈
原

罪
〉
が
微
妙
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。〈
自
罪
〉
は
自
ら
の
意

志
に
よ
っ
て
犯
す
罪
で
あ
り
、〈
原
罪
〉
は
ア
ダ
ム
と
イ
ブ
の
罪
に
よ
っ
て
引

き
継
が
れ
る
無
意
識
の
罪
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
や
③
の
よ
う
に
、
人
間
の

嫉
妬
心
、
征
服
心
な
ど
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
罪
が
〈
自
罪
〉
で
あ
り
、

②
の
よ
う
に
血
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
る
罪
が
、〈
原
罪
〉
な
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、『
氷
点
』
に
お
い
て
真
の
意
味
で
の
〈
原
罪
〉
に
ぶ
つ
か
る
の
は

陽
子
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
他
の
登
場
人
物
が
向
き
合
う
の
は
〈
自
罪
〉
な
の
だ
。

こ
こ
に
、『
氷
点
』
の
不
徹
底
さ
が
あ
る
。
作
者
で
あ
る
三
浦
綾
子
は
、『
氷
点
』

の
テ
ー
マ
を
〈
原
罪
〉
だ
と
明
言
し
た
。
し
か
し
、
三
浦
は
〈
原
罪
〉
と
〈
自

罪
〉
の
微
妙
な
違
い
を
無
視
し
、〈
自
罪
〉
に
苦
し
む
人
物
を
多
く
散
り
ば
め

な
が
ら
物
語
を
進
め
た
。
結
果
、『
氷
点
』
は
「〝
原
罪
〟
そ
の
も
の
で
は
な
く

〝
原
罪
〟
の
問
題
を
あ
ま
い
糖
衣
に
つ
つ
ん
で
提
起
し
た⑼
」
と
評
価
さ
れ
て
し

ま
っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
も
し
も
『
氷
点
』
が
〈
原
罪
〉
を
よ
り
深
く
正
確
に
追
求
し
た
作
品

で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
ほ
ど
の
ブ
ー
ム
が
起
き
た
だ
ろ
う
か
。
結
論
か
ら
言

う
と
、
起
き
な
か
っ
た
に
違
い
な
い
。
た
び
た
び
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
陽
子

の
〈
原
罪
〉
は
共
感
が
し
づ
ら
い
か
ら
だ
。
そ
れ
よ
り
も
、
夏
枝
や
啓
造
が
示

す
さ
さ
い
な
嫉
妬
や
怒
り
の
よ
う
な
〈
自
罪
〉
の
方
が
身
近
で
あ
り
、
共
感
が

し
や
す
い
。
ま
た
、
③
の
佐
石
、
弥
吉
も
、
読
者
に
戦
中
・
戦
後
の
苦
し
み
を

思
い
出
さ
せ
、
共
感
を
引
き
出
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

『
氷
点
』
は
、〈
原
罪
〉
を
示
し
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
衆
に
受
け
入

れ
ら
れ
た
作
品
だ
と
言
え
よ
う
。



― ―206

二　

神
と
信
仰
の
物
語

陽
子
は
幼
い
こ
ろ
か
ら
よ
く
辰
子
の
家
へ
通
っ
て
い
た
。
辰
子
の
家
の
茶
の

間
に
は
、「
学
校
の
教
師
、
医
者
、
銀
行
員
、
商
店
主
、
新
聞
記
者
な
ど
雑
多

な
職
業
の
男
た
ち
」
が
集
ま
る
。
そ
こ
で
の
議
題
は
、
美
術
、
音
楽
、
文
学
、

哲
学
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
っ
た
。

本
文
に
は
、「
夏
枝
は
、
辰
子
の
茶
の
間
の
、
こ
の
雰
囲
気
を
嫌
っ
て
い
た
。

し
か
し
陽
子
は
、
何
と
な
く
活
き
活
き
し
た
感
じ
が
好
き
だ
っ
た
」
と
あ
る
。

こ
こ
に
、
戦
前
の
女
・
夏
枝
と
、
戦
後
の
女
・
陽
子
の
差
が
あ
る
。
社
会
に
出

る
こ
と
な
く
、「
女
」
と
し
て
生
き
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
た
夏
枝
に
と
っ
て
、

大
衆
性
に
溢
れ
る
連
中
は
受
け
入
れ
が
た
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
一
方
、
陽
子
は

幼
少
期
か
ら
辰
子
の
家
に
来
る
こ
と
で
、
社
会
の
縮
図
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。

辰
子
の
茶
の
間
は
、
陽
子
が
「
女
」
と
い
う
型
に
は
ま
ら
ず
、
自
由
に
生
き
る

た
め
の
学
び
場
で
あ
り
、
辰
子
自
身
も
陽
子
に
と
っ
て
大
き
な
心
の
拠
り
所
で

あ
っ
た
と
言
え
る
。

ま
た
、
啓
造
が
一
人
葛
藤
し
た
り
、
心
細
さ
を
感
じ
た
り
す
る
と
、
そ
れ
を

知
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
辰
子
が
登
場
す
る
と
い
う
こ
と
が
頻
繁
に
起
こ
っ
て

い
る
こ
と
に
も
注
目
し
た
い
。
そ
れ
は
、
ル
リ
子
の
死
後
（『
氷
点
「
灯
影
」』）、

陽
子
を
引
き
取
っ
た
直
後
（『
氷
点
「
ゆ
ら
ぎ
」』）、
夏
枝
と
不
仲
の
と
き
（『
氷

点
「
千
島
か
ら
松
」』）、
啓
造
が
協
会
に
入
る
か
ど
う
か
迷
っ
て
い
る
と
き

（『
氷
点
「
階
段
」』）
の
四
度
に
渡
る
。
し
か
も
そ
の
度
に
辰
子
は
啓
造
に
的
確

な
ア
ド
バ
イ
ス
を
行
い
、
啓
造
が
罪
と
向
き
合
う
た
め
の
助
け
と
な
っ
て
い
る

の
だ
。
啓
造
は
そ
の
度
に
、「
辰
子
の
前
に
で
る
と
な
ぜ
か
自
分
の
心
に
ひ
ど

く
素
直
に
な
る
感
じ
だ
っ
た
」、「
陽
子
が
薬
を
飲
ん
で
以
来
、
今
日
ほ
ど
安
ら

い
だ
気
持
に
な
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
」
な
ど
と
感
じ
て
い
る
。

陽
子
の
心
の
拠
り
所
と
な
り
、
啓
造
が
迷
え
る
と
き
に
必
ず
現
れ
る
辰
子
は
、

ま
る
で
神
の
よ
う
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
次
の
場
面
に
も
注
目
し
た
い
。

次
の
瞬
間
だ
っ
た
。
突
如
、
ぽ
と
り
と
血
を
滴
ら
せ
た
よ
う
な
真
紅
に
流

氷
の
一
点
が
滲
ん
だ
。
あ
る
い
は
、
氷
原
の
底
か
ら
、
真
紅
の
血
が
滲
み

出
た
と
言
っ
て
よ
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も
思
い
が
け
な
い
情
景

だ
っ
た
。（
略
）

ま
た
し
て
も
、
ぽ
と
り
と
、
血
の
滴
る
よ
う
に
流
氷
が
滲
ん
で
行
く
。

（
天
か
ら
の
血
！
）

　

そ
う
思
っ
た
瞬
間
、
陽
子
は
、
キ
リ
ス
ト
が
十
字
架
に
流
さ
れ
た
と
い

う
血
潮
を
、
今
目
の
前
に
魅
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
深
い
感
動
を
覚
え

た
。（
略
）

　

先
程
ま
で
容
易
に
信
じ
得
な
か
っ
た
神
の
実
在
が
、
突
如
と
し
て
、
何

の
抵
抗
も
な
く
信
じ
ら
れ
た
。
こ
の
さ
れ
ざ
れ
と
し
た
流
氷
の
源
が
、
血

の
滴
り
の
よ
う
に
染
ま
り
、
野
火
の
よ
う
に
燃
え
る
の
を
見
た
時
、
陽
子

の
内
部
に
も
、
突
如
、
燃
え
る
流
氷
に
呼
応
す
る
よ
う
な
変
化
が
起
っ
た

の
だ
。

こ
れ
は
『
続
氷
点
』
の
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
で
、
陽
子
が
「
燃
え
る
流
氷
」
を

見
つ
め
る
場
面
だ
。
こ
の
場
面
は
陽
子
の
凍
っ
た
心
が
、
太
陽
、
す
な
わ
ち
キ

リ
ス
ト
の
血
に
よ
っ
て
溶
か
さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
場

面
が
意
味
す
る
も
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
陽
子

の
〈
洗
礼
〉
の
儀
式
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
』
に
お
い
て
、
洗
礼
は
、
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
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て
い
る
。

父
と
子
の
聖
霊
の
名
に
よ
っ
て
人
を
水
で
洗
う
こ
と
に
よ
り
授
け
ら
れ
る

キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
的
な
入
信
の
秘
跡
。
水
で
体
を
洗
う
こ
と
は
、
清
め

を
も
た
ら
す
儀
式
と
し
て
多
く
の
宗
教
で
行
わ
れ
て
い
る
。（
略
）
洗
礼

は
水
洗
い
の
儀
式
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
直
接
に
示
さ
れ
る
の
は

心
の
清
め
で
あ
る
。
洗
礼
は
、
悔
い
改
め
て
そ
れ
を
受
け
る
人
に
、
あ
ら

ゆ
る
罪
の
完
全
な
ゆ
る
し
を
も
た
ら
す
。

洗
礼
に
は
、「
水
」
が
欠
か
せ
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
太
陽
は
、『
キ
リ
ス

ト
教
シ
ン
ボ
ル
辞
典⑽
』
に
よ
る
と
、「
受
肉
し
た
御
言
葉
で
あ
る
キ
リ
ス
ト
」

で
あ
る
。
つ
ま
り
「
燃
え
る
流
氷
」
は
、
洗
礼
の
た
め
の
水
と
、
キ
リ
ス
ト
の

姿
を
表
わ
し
た
も
の
と
考
え
て
不
自
然
で
は
な
い
。
陽
子
は
『
氷
点
』『
続
氷

点
』
の
中
で
、
辰
子
の
力
を
借
り
な
が
ら
、〈
原
罪
〉
を
認
識
し
、〈
赦
し
〉
を

知
っ
た
。『
氷
点
』『
続
氷
点
』
は
、
陽
子
が
信
仰
に
至
る
ま
で
を
丁
寧
に
描
い

た
〈
洗
礼
〉
の
物
語
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

三　

時
代
と
『
氷
点
』

こ
こ
で
は
『
氷
点
』
が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
理
由
に
つ
い
て
、
時
代
背

景
と
と
も
に
考
察
す
る
。
藤
井
淑
禎
は
、
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
調
査
方
法
に
つ
い

て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る⑾
。

「
全
国
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
ズ
」
の
よ
う
に
こ
こ
一
、
二
年
間
の
新
刊
書
に

限
定
し
て
い
て
は
本
当
の
出
版
・
購
入
傾
向
は
わ
か
ら
ず
、
そ
の
意
味
で

は
『
読
書
世
論
調
査
』
の
「
あ
な
た
の
店
で
も
っ
と
も
よ
く
売
れ
た
書
籍

は
」
の
ラ
ン
キ
ン
グ
、「
あ
な
た
が
最
近
買
っ
た
書
籍
は
何
で
す
か
」
の

ラ
ン
キ
ン
グ
、
こ
そ
が
有
効
だ
っ
た
の
で
あ
る
。（
略
）

　

た
だ
、
そ
う
す
る
に
し
て
も
、「
あ
な
た
が
最
近
買
っ
た
書
籍
は
」
と

「
読
ま
れ
た
本
」
と
の
あ
い
だ
に
は
大
き
な
距
離
が
あ
る
。
言
う
ま
で
も

な
く
、
借
り
て
読
ん
だ
本
が
こ
こ
に
は
カ
ウ
ン
ト
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
そ
し
て
、「
読
ま
れ
た
本
」
＝
「
買
っ
て
読
ん
だ
本
」
と
「
借
り

て
読
ん
だ
本
」
の
合
計
、
を
示
す
資
料
が
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
こ
の
世

に
は
存
在
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
浮
上
し
て
く
る
の
が
、
そ
の
代
用
品
と
し
て
の
、『
読
書
世
論

調
査
』
中
の
、「
こ
の
一
年
間
で
読
ん
だ
書
籍
の
う
ち
で
よ
い
と
思
っ
た

も
の
は
」
の
ア
ン
ケ
ー
ト
結
果
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
購
入
す
る
こ
と
な

く
読
ん
だ
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
相
応
の
価
値
が
あ
る
。

藤
井
が
述
べ
る
よ
う
に
、『
出
版
年
鑑
』（
出
版
ニ
ュ
ー
ス
社
）
に
ま
と
め
ら

れ
た
「
全
国
ベ
ス
ト
・
セ
ラ
ー
ズ
」
は
、
新
刊
書
の
み
を
対
象
と
し
て
い
る
た

め
、
刊
行
か
ら
時
が
た
っ
た
書
籍
は
ラ
ン
ク
イ
ン
し
な
い
。
ま
た
、
高
度
経
済

成
長
期
は
貸
本
屋
で
本
を
借
り
る
場
合
も
多
く
、「
売
れ
た
本
」
だ
け
を
調
査

し
て
も
意
味
が
な
い
。
特
に
『
氷
点
』
は
、
初
出
が
新
聞
小
説
と
言
う
特
性
上
、

「
売
れ
た
本
」
の
ラ
ン
キ
ン
グ
だ
け
で
は
そ
の
人
気
ぶ
り
を
確
か
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
よ
っ
て
、『
読
書
世
論
調
査
』（
毎
日
新
聞
社
）
の
「
こ
の
一
年
間

で
読
ん
だ
書
籍
の
う
ち
で
よ
い
と
思
っ
た
も
の
は
」
と
い
う
質
問
な
ら
ば
、

買
っ
た
・
借
り
た
・
新
聞
で
読
ん
だ
、
に
拘
わ
ら
ず
、
純
粋
な
『
氷
点
』
の
人

気
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
。

早
速
『
読
書
世
論
調
査
』
を
用
い
て
、『
氷
点
』
ブ
ー
ム
の
背
景
を
探
っ
て

い
く
。
な
お
、『
氷
点
』
は
一
九
六
五
年
の
一
一
月
に
刊
行
さ
れ
た
。
一
九
六
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五
年
度
の
調
査
は
同
年
九
月
に
行
わ
れ
た
た
め
、
今
回
は
一
九
六
六
年
度
の

「
こ
の
一
年
間
に
読
ん
だ
本
の
う
ち
、
よ
い
と
思
っ
た
も
の
の
書
名
を
あ
げ
て

く
だ
さ
い
」
の
結
果
に
注
目
す
る⑿
。

こ
の
よ
う
に
一
九
六
六
年
度
は
、
当
時
の
大
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
徳
川
家
康
』

に
大
差
を
つ
け
、『
氷
点
』
が
一
位
と
な
っ
て
い
る
。
で
は
、
三
位
以
下
の
書

籍
を
ざ
っ
と
見
て
み
る
。
す
る
と
、
戦
争
文
学
、
歴
史
・
伝
記
、
純
文
学
が
ほ

と
ん
ど
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
、
当
時
読
ま
れ
て
い
た
本
は
大
抵
が
〈
硬
い
も

の
〉
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。
一
方
、
一
般
の
主
婦
が
書
い
た
『
氷
点
』
に

は
、
親
し
み
や
す
さ
、
面
白
さ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、〈
硬
い
文
学
〉
や
〈
難

解
な
文
学
〉
に
は
踏
み
切
れ
な
い
読
者
層
を
一
気
に
獲
得
で
き
た
こ
と
が
予
想

さ
れ
る
。

さ
ら
に
こ
の
表
を
細
か
く
見
て
行
く
と
、
女
性
だ
け
の
結
果
で
は
『
氷
点
』

が
断
ト
ツ
で
一
位
で
あ
る
の
に
対
し
、
男
性
の
み
の
結
果
で
は
、『
徳
川
家
康
』

に
そ
の
座
を
奪
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

『
氷
点
』
の
支
持
者
六
二
名
の
内
、
実
に
八
割
近
く
が
女
性
な
の
だ
。
こ
れ

は
『
氷
点
』
ブ
ー
ム
の
要
因
を
探
る
上
で
無
視
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
だ

ろ
う
。
で
は
な
ぜ
『
氷
点
』
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
女
性
の
読
者
を
獲
得
す
る
こ

と
が
で
き
た
の
か
。

藤
井
淑
禎
は
、『
氷
点
』
ブ
ー
ム
と
同
時
期
に
人
気
を
誇
っ
た
モ
ー
パ
ッ
サ

ン
の
『
女
の
一
生
』
を
中
心
に
、
高
度
経
済
成
長
期
（
藤
井
の
著
書
の
中
に
お

い
て
は
一
九
五
〇
～
七
〇
年
頃
を
指
す
）
の
女
性
の
読
書
に
つ
い
て
こ
う
述
べ

て
い
る⒀
。

よいと思った本� （1966 年度）

順位 書籍名
全体
（人）

男
（人）

女
（人）

1 氷点 62 14 48

2 徳川家康 37 26 11

3 人間革命 31 13 18

4 戦争と平和 29 11 18

5 風と共に去りぬ 20 6 14

6 大地 18 10 8

〃 嵐が丘 18 7 11

8 天皇ヒロヒト 16 14 2

9 こころ 15 7 8

10 友情 14 9 5

〃 ジェーン・エア 14 ― 14

12 海軍主計大尉小泉信吉 13 9 4

〃 赤と黒 13 7 6

〃 誰がために鐘はなる 13 4 9

15 車輪の下 11 2 9

〃 女の一生（モーパッサン） 11 ― 11

17 日本の歴史（中央公論社） 10 8 2

〃 坊っちゃん 10 7 3

〃 宮本武蔵 10 6 4

〃 罪と罰 10 4 6

21 白い巨塔 9 2 7

22 ジャン・クリストフ 8 3 5

〃 女の一生（山本有三） 8 ― 8

24 路傍の石 7 3 4

〃 アンナ・カレーニナ 7 1 6

26 山本五十六 6 6 ―

〃 三国志 6 6 ―

〃 沈黙 6 3 3

〃 次郎物語 6 3 3

〃 愛と死をみつめて 6 1 5

〃 若きウェルテルの悩み 6 1 5

〃 対話　人間の建設 6 2 4
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こ
れ
か
ら
の
女
性
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
は
、
軍
国
主
義
の
克
服
と
並
ん

で
、
戦
後
の
日
本
人
が
直
面
さ
せ
ら
れ
た
大
問
題
だ
っ
た
。
そ
の
ヒ
ン
ト

を
得
る
た
め
に
、
当
事
者
で
あ
る
女
性
た
ち
を
中
心
に
大
挙
し
て
書
物
に

向
か
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
が
、
な
か
で
も
さ
ま
ざ
ま
な
名
作
の
中
の
ヒ
ロ

イ
ン
た
ち
の
生
き
方
は
、
戦
前
の
男
性
中
心
主
義
や
封
建
的
家
父
長
制
度
、

さ
ら
に
は
恋
愛
や
結
婚
へ
の
過
干
渉
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
あ
る
べ
き

姿
を
探
し
あ
ぐ
ね
て
い
た
戦
後
日
本
の
女
性
た
ち
に
と
っ
て
、
か
っ
こ
う

の
参
考
材
料
で
あ
り
、
時
に
は
お
手
本
と
な
っ
た
。

『
氷
点
』
ブ
ー
ム
の
当
時
、
女
性
は
文
学
の
中
に
人
生
の
「
お
手
本
」
を
求

め
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
辰
子
は
作
中
人
物

に
と
っ
て
も
読
者
に
と
っ
て
も
、
目
標
と
な
る
よ
う
な
魅
力
的
な
女
性
で
あ
っ

た
。
ま
た
、
逆
境
に
め
げ
な
い
陽
子
の
姿
に
心
を
打
た
れ
た
読
者
も
多
い
は
ず

だ
。
陽
子
・
辰
子
と
い
う
、
生
き
方
の
手
本
と
も
言
え
る
魅
力
的
な
登
場
人
物
、

そ
し
て
親
し
み
や
す
さ
、
こ
の
二
点
が
、
高
度
経
済
成
長
期
の
女
性
の
心
を
掴

み
、『
氷
点
』
ブ
ー
ム
が
巻
き
起
こ
っ
た
の
だ
と
言
え
よ
う
。

お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
論
じ
て
き
て
言
え
る
こ
と
は
、
作
者
の
意
図
と
ブ
ー
ム
の
要
因
は
、

全
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
三
浦
綾
子
は
、『
氷
点
』
に
つ
い
て
次

の
よ
う
に
語
っ
て
い
る⒁
。

陽
子
も
神
の
ほ
う
を
向
い
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
間

た
ち
を
理
解
す
る
こ
と
で
私
は
人
間
の
持
つ
も
う
一
方
の
善
意
、
神
を
信

じ
る
精
神
を
知
っ
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
三
浦
の
こ
の
意
図
は
読
者
に
伝
わ
ら
な
か
っ
た
。
陽
子
の
、
自
分

に
だ
け
は
罪
が
な
い
、
と
思
う
傲
慢
さ
は
留
意
さ
れ
ず
、
読
者
は
む
し
ろ
そ
の

人
格
に
惹
か
れ
た
。

つ
ま
り
、『
氷
点
』
ブ
ー
ム
は
、
作
者
と
読
者
の
す
れ
違
い
に
要
因
が
あ
る

の
だ
。
作
者
は
〈
原
罪
〉、
そ
し
て
〈
赦
し
〉
を
『
氷
点
』『
続
氷
点
』
で
表
現

し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
一
般
人
へ
の
伝
道
を
意
識
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
そ

の
内
容
は
、
分
か
り
や
す
さ
、
親
し
み
や
す
さ
へ
傾
き
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
。
結

果
、
夏
枝
や
村
井
、
啓
造
ら
は
、
姦
通
や
嫉
妬
な
ど
、
自
ら
の
意
志
で
犯
す
〈
自

罪
〉
に
苦
し
む
者
た
ち
と
し
て
描
か
れ
、〈
原
罪
〉
に
直
面
す
る
人
物
は
陽
子

の
み
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
氷
点
』
は
従
来
、〈
原
罪
〉
が
曖
昧
に
な
っ
て
い
る
と
論
じ
ら
れ
て
き
た
。

し
か
し
『
氷
点
』
の
価
値
は
〈
原
罪
〉
に
は
な
い
。
む
し
ろ
、〈
原
罪
〉
が
曖

昧
に
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
共
感
の
し
や
す
い
〈
自
罪
〉
が
提
示
さ
れ
た
こ
と
、

当
時
の
女
性
た
ち
の
求
め
る
目
標
と
し
て
の
登
場
人
物
を
偶
然
に
も
提
示
で
き

た
こ
と
に
よ
り
、『
氷
点
』
ブ
ー
ム
が
沸
き
起
こ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

注
⑴　

黒
古
一
夫
『
三
浦
綾
子
論

―
「
愛
」
と
「
生
き
る
こ
と
」
の
意
味
』
小
学
館
、

一
九
九
四
・
六

⑵　

尾
崎
秀
樹
「
三
浦
綾
子
「
氷
点
」・
視
聴
覚
時
代
の
懸
賞
小
説

―
戦
後
ベ
ス
ト

セ
ラ
ー
物
語
―
70
」（『
朝
日
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
第
九
巻
九
号
、
一
九
六
七
・
二
）

⑶　

三
浦
綾
子
『
命
あ
る
限
り
』
角
川
書
店
、
一
九
九
九
・
六

⑷　

⑵
に
同
じ
。

⑸　

⑵
に
同
じ
。

⑹　

⑴
に
同
じ
。
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⑺　

上
野
英
信
編
『
近
代
民
衆
の
記
録

―
鉱
夫
』
新
人
物
往
来
社
、
一
九
七
一

⑻　

学
校
法
人
上
智
学
院
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大
事
典
編
纂
委
員
会
編
『
新
カ
ト
リ
ッ
ク
大

事
典
』
研
究
社
、
一
九
九
八
・
一

⑼　

⑵
に
同
じ
。

⑽　

ミ
シ
ェ
ル
・
フ
イ
エ
『
キ
リ
ス
ト
教
シ
ン
ボ
ル
事
典
』
白
水
社
、
二
〇
〇
六
・
一

〇
⑾　

藤
井
淑
禎
『
高
度
成
長
期
に
愛
さ
れ
た
本
た
ち
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
九
・
一
二

⑿　
『
読
書
世
論
調
査
1�
9�
7�
0
年
版
』（
毎
日
新
聞
社
、
一
九
七
〇
・
九
）
は
次
の
よ

う
な
方
法
で
調
査
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

・
調
査
の
あ
ら
ま
し

　
　

国
民
の
読
書
傾
向
を
知
る
た
め
、
毎
年
九
月
か
十
月
、
読
書
週
間
前
に
、
世
論

調
査
の
方
式
を
と
っ
て
、
全
国
的
に
調
べ
る
。

・
調
査
対
象
の
選
び
方

　
　

満
十
六
歳
以
上
の
男
女
を
対
象
と
し
、
各
調
査
対
象
の
選
定
は
層
化
二
段
無
作

為
抽
出
法
に
よ
っ
た
。
ま
ず
、
離
島
、
僻
地
を
除
い
た
全
国
三
四
〇
〇
余
の
市
区

町
村
を
、
北
九
州
市
を
含
む
七
大
都
市
と
そ
の
他
の
市
（
市
部
）
お
よ
び
郡
部
に

大
別
し
た
う
え
、
人
口
数
や
地
域
性
、
政
治
色
な
ど
に
よ
り
、
層
別
し
た
。
さ
ら

に
、
こ
れ
ら
市
区
町
村
の
な
か
で
一
つ
以
上
の
行
政
単
位
区
（
字
、
丁
目
、
学
校

区
な
ど
）
を
選
び
出
し
て
調
査
地
点
と
し
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
選
ん
だ
調
査
市

区
町
村
の
単
位
区
（
調
査
地
点
）
で
、
こ
ん
ど
は
住
民
登
録
簿
か
ら
、
満
一
六
歳

以
上
の
男
女
を
一
定
間
隔
で
抜
き
出
し
て
調
査
対
象
と
し
た
。
全
国
の
満
一
六
歳

以
上
の
男
女
は
七
千
万
人
前
後
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
標
本
は
そ
の
約
一
万
分
の
一

の
縮
図
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

・
対
象
数
・
回
収
数

　
　

一
九
六
六
年
度
の
調
査
対
象
数
は
六
九
六
九
、
回
収
数
は
五
四
九
九
。
回
収
率

七
八
・
二
パ
ー
セ
ン
ト
。

⒀　

藤
井
淑
禎
『
名
作
が
く
れ
た
勇
気　

戦
後
読
書
ブ
ー
ム
と
日
本
人
』
平
凡
社
、
二

〇
一
二
・
八

⒁　

三
浦
綾
子
「
私
は
な
ぜ
『
氷
点
』
を
書
い
た
か
？
」（『
女
性
自
身
』
光
文
社
、
一

九
六
六
・
四
・
一
八
）

〈
付
記
〉『
氷
点
』『
続
氷
点
』
よ
り
の
引
用
は
、『
三
浦
綾
子
全
集
』
第
一
巻
（
主
婦
の
友
社
、

一
九
九
一
・
七
）、
第
四
巻
（
一
九
九
一
・
一
二
）
に
よ
る
。


