
2020. 9

No. 75

巻頭エッセイ  菅野昭正「不安と恐怖の日々のなかで  －ペストの回顧－」
2019年度の活動から

井上ひさし「國語元年用『買ってください』方言分布図」  仙台文学館所蔵

館
長
の
作
家
対
談

　
　
亀
山
郁
夫（
ロ
シ
ア
文
学
者
）



新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
日
本
に
侵
入
し
た
と
い
う

忌
わ
し
い
報
道
が
つ
た
え
ら
れ
は
じ
め
て
間
も
な
い

頃
、三
月
だ
っ
た
か
四
月
だ
っ
た
か
時
期
も
覚
え
て
い

な
い
し
、ど
こ
で
読
ん
だ
の
か
も
定
か
で
な
い
の
で
す

が
、ア
ル
ベ
ー
ル・
カ
ミ
ュ
の
小
説
『
ペ
ス
ト
』の
邦
訳

（
新
潮
文
庫
）が
な
ん
と
百
万
部
売
れ
た
と
い
う
記
事

が
目
に
と
ま
っ
て
、そ
れ
こ
そ
驚
天
動
地
の
思
い
に
打

た
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
当
今
の
日
本
で
カ
ミ
ュ

が
そ
ん
な
ふ
う
に
迎
え
ら
れ
る
の
が
ま
ず
驚
き
で
し

た
が
、そ
れ
よ
り
な
に
よ
り
、百
万
と
い
う
数
字
に
驚

愕
を
誘
わ
れ
ず
に
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す
。
百
万

と
い
う
巨
大
な
数
字
が
か
り
に
話
半
分
だ
と
し
て
も
、

当
今
の
出
版
状
況
か
ら
す
れ
ば
、お
そ
ら
く
異
例
も

異
例
の
出
来
事
と
言
う
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
し
て
も
、中
国
・
武
漢
と
や
ら
で
発
生
し
た

感
染
力
の
強
い
ウ
イ
ル
ス
に
ど
う
対
応
す
る
か
、か
つ

て
疫
病
の
王
者
だ
っ
た
ペ
ス
ト
と
の
闘
い
を
書
い
た
小

説
か
ら
、多
少
と
も
学
ぶ
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
っ
た
善

意
の
読
者
が
、そ
れ
な
り
の
数
に
達
し
た
の
は
確
か
な

の
で
し
ょ
う
。
こ
の
突
然
の
異
変
に
う
な
が
さ
れ
て
、

も
う
七
十
年
く
ら
い
前
に『
ペ
ス
ト
』を
読
ん
だ
記
憶

が
、蒼
然
た
る
古
色
を
帯
び
て
私
の
な
か
に
も
う
か
び

あ
が
っ
て
き
ま
し
た
。

最
近
の
若
い
文
学
読
者
に
は
分
り
に
く
い
昔
話
に

な
り
ま
す
が
、一
九
四
五
年
の
敗
戦
の
あ
と
暫
し
の
あ

い
だ
、海
外
の
文
学
に
接
し
た
い
と
い
う
意
欲
は
、若

い
読
者
と
限
ら
ず
広
い
層
に
わ
た
っ
て
、今
と
な
っ
て

は
ち
ょ
っ
と
想
像
も
つ
か
な
い
熱
烈
な
も
の
が
あ
り
ま

し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
や
ヘ
ミ
ン
グ
ウ
ェ

イ
、ド
イ
ツ
の
ト
ー
マ
ス・マ
ン
や
ヘ
ル
マ
ン・
ブ
ロ
ッ
ホ
、

イ
タ
リ
ア
の
チ
ェ
ー
ザ
レ・パ
ヴ
ェ
ー
ゼ
等
々
。
な
か
で

も
フ
ラ
ン
ス
の
ジ
ャ
ン・
ポ
ー
ル・サ
ル
ト
ル
と
ア
ル
ベ
ー

ル・
カ
ミ
ュ
は
、作
品
の
根
幹
の
と
こ
ろ
に
人
間
の
生
存

の
深
い
基
盤
に
関
わ
る
哲
理（
実
存
主
義
）を
秘
め
て

い
る
と
、国
際
的
に
評
判
を
得
て
い
た
せ
い
も
あ
っ
て
、

と
く
に
幅
ひ
ろ
く
注
目
を
浴
び
る
存
在
で
し
た
。

こ
こ
で
は
話
を
カ
ミ
ュ
に
限
り
ま
す
が
、あ
の
こ
ろ

駈
け
だ
し
の
新
参
読
者
だ
っ
た
私
は
、カ
ミ
ュ
の『
異

邦
人
』を
自
分
で
発
見
し
て
耽
読
し
て
い
た
つ
も
り
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
が
実
際
の
と
こ
ろ
は
、そ
れ
と

は
知
ら
ず
に
時
代
の
流
れ
に
乗
せ
ら
れ
て
い
た
だ
け

の
こ
と
だ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
も
、と
に

か
く
、当
時
カ
ミ
ュ
の
著
作
は
も
ち
ろ
ん
、カ
ミ
ュ
を
め

ぐ
る
論
評
や
ら
感
想
ま
で
探
し
だ
し
て
読
ん
で
い
た

も
の
で
す
。

い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
な
が
ら
、カ
ミ
ュ

は
当
時
ま
だ
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
だ
っ
た
ア
ル
ジェ
リ

ア
の
、白
人
入
植
者
の
家
庭
の
子
弟
で
し
た
。
植
民
地

を
支
配
す
る
白
人（
こ
の
場
合
は
フ
ラ
ン
ス
人
）は
、大

別
す
る
に
二
つ
の
階
層
に
分
か
れ
て
い
て
、一
方
に
は

権
力
を
掌
握
す
る
上
級
の
支
配
層
の
社
会
が
厳
と
し

て
存
在
し
て
い
た
。
も
う
一
方
に
は
中
流
以
下
の
あ
ま

り
裕
福
な
ら
ざ
る
階
層
の
白
人（
フ
ラ
ン
ス
人
だ
け
で

な
く
、ス
ペ
イ
ン
人
や
イ
タ
リ
ア
人
な
ど
そ
れ
以
外
の

国
の
出
身
者
）に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
が
あ
っ
た

よ
う
で
す
。
富
裕
で
な
い
と
は
い
え
、や
は
り
現
地
の

ア
ル
ジェ
リ
ア
人
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
で
し
ょ
う
。

一
九
一
三
年
生
ま
れ
の
カ
ミ
ュ
は
、
植
民
地
の
社
会

的
身
分
か
ら
す
れ
ば
、後
者
の
部
類
に
属
す
る
青
少

年
時
代
を
過
ご
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
二
年
間
ほ
ど
共

産
党
に
入
党
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
の
首
都
ア
ル
ジェ
の
大
学
を
卒
業
し
て
い
ま
す
か

ら（
学
生
時
代
は
サ
ッ
カ
ー
の
選
手
で
ゴ
ー
ル・
キ
ー

パ
ー
だ
っ
た
そ
う
で
す
）、庶
民
階
層
出
身
の
知
識
人

と
し
て
、第
二
次
大
戦
の
は
じ
ま
る
時
期
に
植
民
地
社

会
に
登
場
し
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

『
異
邦
人
』が
ど
ん
な
小
説
で
あ
る
か
、こ
れ
も
多
く

の
読
者
に
と
っ
て
熟
知
の
こ
と
な
が
ら
、拙
文
に
必
要

と
思
わ
れ
る
最
小
限
の
事
柄
だ
け
、簡
単
に
記
し
て
お

く
こ
と
に
し
ま
す
。
ム
ル
ソ
ー
と
い
う
名
の
主
人
公
は

大
学
を
中
退
、ア
ル
ジェ
の
小
さ
な
海
運
会
社
に
勤
め

る
し
が
な
い
若
い
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
す
。
と
こ
ろ
が
、彼

は
世
間
の
あ
り
き
た
り
の
常
識
や
慣
習
は
ま
っ
た
く

無
意
味
だ
と
み
な
し
て
、い
っ
さ
い
関
知
し
よ
う
と
し

ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
い
と
称

し
て
、母
親
の
葬
儀
に
す
ら
参
列
し
な
い
。
上
役
か
ら

栄
転
を
勧
め
ら
れ
て
も
、興
味
が
な
い
と
に
べ
も
な
く

拒
む
と
い
っ
た
具
合
で
す
。
か
と
い
っ
て
人
嫌
い
と
い

う
の
で
も
な
く
、他
人
と
の
交
際
も
ま
あ
ま
あ
そ
つ
な

く
こ
な
し
、表
む
き
は
ひ
と
ま
ず
常
識
人
と
し
て
通
用

し
て
い
る
、そ
ん
な
人
物
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
、ア
パ
ー

ト
の
隣
人
レ
ー
モ
ン
が
女
性
関
係
の
縺も

つ

れ
で
ア
ラ
ブ
人

の
グ
ル
ー
プ
と
悶
着
を
お
こ
し
た
こ
と
も
、書
い
て
お

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ム
ル
ソ
ー
は
心
な
ら
ず
も
、こ

の
愚
か
し
い
事
件
に
捲
き
こ
ま
れ
る
の
で
す
。

そ
ん
な
野
心
も
な
く
平
凡
な
下
級
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

の
わ
ず
か
な
楽
し
み
は
、ア
ル
ジ
ェ
リ
ア
つ
ま
り
地
中

海
沿
岸
地
方
の
自
然
の
美
し
さ
で
あ
り
、
輝
か
し
さ

で
し
た
。
紺
碧
の
空
と
海
の
色
彩
、透
明
な
大
気
。
た

だ
し
と
き
に
強
烈
す
ぎ
る
太
陽
の
暑
熱
は（
最
近
の
日

本
と
同
じ
で
す
）、避
け
が
た
い
悩
み
の
種
で
し
た
が

…
…
。
そ
う
そ
う
、ガ
ー
ル・フ
レ
ン
ド
と
の
折
々
の
逢

引
き
も
特
別
な
時
間
の
ひ
と
つ
で
し
た
。

あ
る
日
曜
日
、ム
ル
ソ
ー
は
レ
ー
モ
ン
と
連
れ
だ
っ

て
、ア
ル
ジ
ェ
の
郊
外
の
海
岸
に
あ
る
レ
ー
モ
ン
の
知

人
の
別
荘
を
訪
ね
ま
す
。
そ
こ
に
レ
ー
モ
ン
と
反
目

し
て
い
る
例
の
ア
ラ
ブ
人
が
待
ち
構
え
て
い
て
、乱
闘

に
な
る
。
そ
れ
は
い
っ
た
ん
収
ま
り
ま
す
が
、午
後
に

な
っ
て
か
ら
ム
ル
ソ
ー
が
浜
辺
を
散
歩
し
て
い
る
と
、

た
ま
た
ま
敵
対
相
手
の
ア
ラ
ブ
人
の
ひ
と
り
と
出
会

い
ま
す
。
相
手
が
短
刀
を
手
に
し
て
身
構
え
る
の
を

見
る
と
、ム
ル
ソ
ー
は
灼
熱
す
る
太
陽
の
煌
め
く
光
の

強
烈
さ
に
耐
え
き
れ
な
く
な
り
、レ
ー
モ
ン
か
ら
預
っ

て
い
た
拳
銃
を
発
射
し
ま
す
。
殺
意
は
な
く
四
発
。

な
ん
の
見
栄
え
も
し
な
い
十
日
ほ
ど
の
日
常
生
活
を

語
っ
た
話
は
こ
こ
ま
で
で
、こ
の
殺
人
事
件
が「
第
一

部
」の
終
り
に
な
り
ま
す
。
た
だ
こ
の
終
り
に
当
っ
て
、

日
頃
は
爽
快
な
気
分
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
太
陽
が
、

と
き
に
極
度
の
暑
熱
で
暴
力
と
化
す
る
こ
と
も
あ
る

と
い
う
二
重
性
の
矛
盾
に
、よ
く
注
意
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
第
二
部
」が
主
と
し
て
刑
務
所
生
活
と
裁
判
の
経

緯
に
当
て
ら
れ
て
い
る
の
は
、よ
く
知
ら
れ
て
い
る
通

り
で
す
。
と
く
に
裁
判
長
に
犯
行
の
動
機
を
述
べ
る

よ
う
促
さ
れ
た
ム
ル
ソ
ー
が
、み
ず
か
ら
滑
稽
だ
と
感

じ
な
が
ら「
そ
れ
は
太
陽
の
せ
い
で
す
」と
答
え
る
場

面
は
、そ
の
意
外
な
弁
明
の
一
言
の
せ
い
で
、こ
と
さ
ら

有
名
に
な
っ
た
気
配
も
濃
厚
で
す
。

そ
れ
は
と
も
あ
れ
、「
第
二
部
」で
読
者
が
気
づ
か
ず

に
い
ら
れ
な
い
の
は
、ム
ル
ソ
ー
が
だ
ん
だ
ん
思
索
的

（
？
）に
な
っ
て
ゆ
く
こ
と
で
す
。「
第
一
部
」の
日
常
生

活
の
通
常
の
場
面
で
は
、な
に
ご
と
に
も
い
い
加
減
な

反
応
し
か
見
せ
な
か
っ
た
人
物
が（〝
そ
れ
は
大
し
た

こ
と
じ
ゃ
な
い
〞〝
そ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
い
い
〞と

い
う
の
が
ム
ル
ソ
ー
の
口
癖
で
し
た
）、そ
の
種
の
確
か

な
理
路
の
裏
づ
け
の
な
い
些
細
な
出
来
事
で
世
界
は

成
り
た
ち
、社
会
は
動
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
大

し
た
変
化
か
ど
う
か
別
に
し
て
、ム
ル
ソ
ー
の
考
え
は

そ
ん
な
方
向
へ
と
動
き
は
じ
め
て
ゆ
く
の
で
す
。

こ
こ
で「
不
条
理
」の
出
番
に
な
り
ま
す（
た
だ
し
、

こ
の
用
語
が『
異
邦
人
』に
見
当
る
の
は
一
度
だ
け
で

あ
る
は
ず
で
す
）。
そ
れ
は
言
い
か
え
れ
ば
、す
こ
し

変
っ
た
平
凡
人
だ
っ
た
ム
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
、世
界
な

い
し
社
会
が
以
前
と
は
違
う
姿
で
見
え
て
き
た
と
い

う
こ
と
で
す
。
世
界
も
社
会
も
整
然
と
合
理
的
に
組

織
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
―
結
局
、ム
ル
ソ
ー

の
考
え
は
そ
こ
ま
で
達
し
た
の
で
し
た
。
無
用
な
注

釈
め
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、こ
れ
は
作
中
人
物
た
る

ム
ル
ソ
ー
の
変
貌
で
あ
っ
て
、カ
ミ
ュ
の
考
え
方
に
進

展
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
異
邦

人
』の
最
初
の
構
想
は
、一
九
三
七
年
頃
か
ら
カ
ミ
ュ
の

な
か
に
芽
ば
え
た
と
い
う
評
価
は
、し
ば
し
ば
説
か
れ

て
き
た
よ
う
で
す
が
、た
し
か
に
世
界
・
社
会
の
異
邦

人
性
は
作
家
カ
ミ
ュ
の
出
発
点
で
し
た
。
の
み
な
ら

ず
、人
間
も
ま
た
世
界
・
社
会
と
調
和
し
和
解
す
る
動

物
で
は
な
い
と
い
う
考
え
が
、そ
こ
に
伴
わ
れ
て
い
る

こ
と
も
書
き
そ
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
そ
う
で
す
。

こ
こ
で
い
さ
さ
か
余
談
め
き
ま
す
が
、「
不
条
理
」

と
い
う
用
語
に
つ
い
て
一
言
。
中
世
の
ラ
テ
ン
語
が
語

源
で
す
が
、十
六
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
で
は
例
え
ば
モ
ン

テ
ー
ニ
ュ
が
、〝
常
識
に
反
す
る
〞と
か〝
理
屈
に
合
わ

な
い
〞と
い
う
程
度
の
ご
く
普
通
の
言
葉
と
し
て
使
っ

た
り
し
て
お
り
、以
後
も
大
方
そ
う
い
う
意
味
で
通

用
し
て
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、カ
ミ
ュ
は
こ
の
貧
し

い
単
語
に
、
矛
盾
と
か
虚
妄
と
か
不
合
理
と
か
反
理

性
と
い
う
よ
う
な
豊
か
な
意
味
あ
い
を
加
え
、「
不
条

理
」と
い
う
用
語
を
根
本
的
に
変
え
る
作
家
と
な
っ
た

の
で
し
た
。
そ
れ
を
は
っ
き
り
認
め
た
ひ
と
り
は
、カ

ミ
ュ
の
友
人
で
も
あ
っ
た
優
れ
た
文
芸
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
の
オ
リ
ヴ
ィ
エ・
ト
ッ
ド
で
す
が
、い
ず
れ
に
し
ろ
、

こ
う
し
て
カ
ミ
ュ
は「
不
条
理
」の
文
学
の
先
駆
者
と

な
っ
た
の
で
し
た（
オ
リ
ヴ
ィ
エ
の
息
子
エ
マ
ニ
ュ
エ
ル・

ト
ッ
ド
は
歴
史
学
、と
く
に
歴
史
人
口
学
の
専
門
家
と

し
て
著
名
で
、そ
の
著
作
は
何
冊
か
日
本
で
も
翻
訳
さ

れ
て
い
ま
す
）。

こ
う
し
て
、ム
ル
ソ
ー
は
、世
界
・
社
会
は「
不
条
理
」

と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
冷
厳
な

実
態
、ま
た
人
間
の
生
存
は「
不
条
理
」を
基
盤
と
し

て
い
る
と
い
う
脆
弱
な
原
理
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い

う
事
実
の
認
識
に
、到
達
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し

か
し
そ
れ
と
と
も
に
、刑
務
所
の
窓
越
し
に
遠
い
夜
空

の
星
々
を
眺
め
な
が
ら
、ム
ル
ソ
ー
が「（
人
間
に
対
す

る
）世
界
の
優
し
い
無
関
心
に
は
じ
め
て
目
覚
め
る
」

（
括
弧
内
は
筆
者
）と
い
う
一
節
が
、曰い

わ

く
あ
り
げ
に
挿
ま

れ
て
い
る
の
が
見
過
ご
せ
ま
せ
ん
。
こ
の
あ
た
り
の
こ

と
を
捉
え
て
、カ
ミ
ュ
の
非
情
な
認
識
が
不
徹
底
だ
と

い
う
批
判
も
か
な
り
眼
に
つ
き
ま
す
が
、し
か
し
そ
こ

に
は
む
し
ろ
カ
ミ
ュ
の
純
粋
な
心
情
が
曇
り
な
く
透
視

さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
ち
ら
の
解
釈
に
同
調
し
た

い
と
い
う
思
い
が
、私
と
し
て
も
強
い
の
で
す
が
…
…
。

『
ペ
ス
ト
』が
刊
行
さ
れ
た
の
は
一
九
四
七
年
、第
二

次
大
戦
が
終
結
し
て
か
ら
二
年
に
な
り
ま
す
が
、
実

際
に
筆
が
進
め
ら
れ
た
の
は
一
九
四
一
年
頃
か
ら
ら
し

く
、
大
戦
の
苛
烈
な
戦
闘
に
憂
慮
し
な
が
ら
の
こ
と

だ
っ
た
と
想
像
さ
れ
ま
す
。
小
説
の
舞
台
は
ア
ル
ジ
ェ

リ
ア
北
西
部
の
オ
ラ
ン
と
い
う
都
市
で
す
が
、ま
ず
そ

こ
で
リ
ュ
ー
と
い
う
医
師
が
二
匹
の
鼠
の
死
骸
に
気
づ

不
安
と
恐
怖
の
日
々
の
な
か
で

―
ペ
ス
ト
の
回
顧
―

菅
野
昭
正
（
世
田
谷
文
学
館
館
長
）

巻
頭
エ
ッ
セ
イ

L’avant-scène théâtre, n°953, 
1994
一人芝居『ペスト』（アルベール・
カミュ原作 /フランシス・ユステー
ル翻案・演出、主演 /1989年初
演）、仏演劇雑誌の『ペスト』特
集号（1994年）

アルベール・カミュ『ペスト』
宮崎嶺雄訳  1969年  新潮社
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く
。
ペ
ス
ト
と
い
う
疫
病
は
ま
ず
鼠
の
あ
い
だ
で
伝

染
、そ
れ
か
ら
人
間
に
感
染
す
る
の
を
熟
知
し
て
い
た

リ
ュ
ー
医
師
は
、不
安
を
感
じ
ず
に
い
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
市
政
の
当
局
者
、医
療
関
係
者
に
危
険
を
訴

え
る
の
で
す
が
、
誰
し
も
聞
く
耳
を
も
た
ず
拒
否
反

応
が
返
っ
て
く
る
だ
け
で
す
。
長
い
小
説
な
の
で
細
部

に
立
ち
い
る
と
限
り
が
な
い
の
で
、ほ
ん
の
一
つ
二
つ
目

ぼ
し
い
挿
話
だ
け
見
て
お
く
こ
と
に
し
ま
す
が
、ま
ず

は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
パ
ヌ
ル
ー
司
祭
の
対
応
が
、た

い
へ
ん
意
味
深
く
思
わ
れ
ま
す
。
司
祭
は
当
初
、ペ
ス

ト
は
信
仰
の
不
足
す
る
人
間
の
傲
慢
に
対
す
る
神
の

罰
だ
と
強
硬
な
意
見
を
述
べ
続
け
た
の
で
す
が
、感
染

が
拡
大
す
る
に
つ
れ
て
救
護
に
熱
心
に
協
力
し
た
あ

げ
く
罹
患
、不
運
に
も
絶
命
し
ま
す
。

ま
た
、リ
ュ
ー
医
師
が
奔
走
し
は
じ
め
て
間
も
な
い

頃
、最
初
に
協
力
者
と
な
っ
た
タ
リ
ュ
ー
と
い
う
人
物

の
運
命
も
見
逃
せ
ま
せ
ん
。
彼
は
高
等
遊
民
風
な
若

者
で
す
が
救
護
活
動
を
担
う
私
的
な
組
織
を
指
導
し

て
、リ
ュ
ー
医
師
の
奔
走
を
全
力
を
あ
げ
て
支
援
し
ま

す
。
こ
れ
は
収
束
が
す
こ
し
見
え
は
じ
め
た
時
期
の

こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
意
気
投
合
し
た
医
師
と
青

年
は
、人
間
の
死
生
の
問
題
な
ど
難
し
い
議
論
を
続

け
た
あ
と
、
月
光
に
照
ら
さ
れ
た
海
で
水
浴
を
爽
快

に
楽
し
む
一
刻
を
過
ご
し
ま
す
。
こ
の
情
景
は
、世
界
・

自
然
の
融
和
的
な
側
面
を
尊
重
す
る
カ
ミ
ュ
の
独
特

の
思
想
が（「
第
一
部
」の
あ
の
星
の
場
面
と
同
じ
く
）

明
瞭
に
あ
ら
わ
れ
て
、な
か
な
か
感
動
的
で
す
。

そ
う
い
う
具
合
に
救
護
活
動
も
活
発
に
な
り
、
市

街
を
封
鎖
し
た
方
策
も
適
切
に
作
用
し
て
、ペ
ス
ト

の
流
行
も
最
後
の
局
面
を
迎
え
る
に
至
っ
た
頃
、タ

リ
ュ
ー
が
病
魔
に
襲
わ
れ
不
条
理

0

0

0

に
も
死
亡
す
る
悲

劇
に
見
舞
わ
れ
ま
す
。
さ
ら
に
タ
リ
ュ
ー
の
通
夜
の
済

ん
だ
明
方
、入
院
し
て
い
た
妻
の
死
を
知
ら
せ
る
電
報

が
リ
ュ
ー
医
師
の
も
と
に
届
い
た
り
も
し
ま
す
…
…
。

先
行
す
る『
異
邦
人
』が
、
世
界
・
自
然
の「
不
条

理
」と
闘
う
個
人
の
物
語
で
あ
っ
た
の
に
た
い
し
て
、

『
ペ
ス
ト
』は
何
人
も
の
死
者
の
重
な
る
悲
劇
性
が

い
っ
そ
う
濃
厚
で
あ
る
に
せ
よ
、悪
疫
の
流
行
と
い
う

「
不
条
理
」に
挑
む
個
人
は
、か
な
ら
ず
し
も
孤
独
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
リ
ュ
ー
と
タ
リ
ュ
ー
が
そ
う
で
あ
る

よ
う
に
、世
界
・
自
然
の「
不
条
理
」を
知
悉
し
た
個
人

が
そ
れ
ぞ
れ
不
安
や
善
意
を
共
有
し
な
が
ら
、連
帯

と
協
力
の
絆
で
結
ば
れ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
つ
ま

り
、
世
界
・
自
然
の「
不
条
理
」に
反
抗
す
る
人
間
た

ち
の
、集
団
的
な
物
語
で
あ
る
と
読
む
こ
と
も
可
能
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

『
ペ
ス
ト
』の
創
作
に
ハ
ー
マ
ン・メ
ル
ヴ
ィ
ル（
一
八
一
九

―
一
八
九
一
）の『
白
鯨
』（
一
八
五
一
）が
重
要
な
動
機
に

な
っ
た
と
い
う
説
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、そ
れ
に
も
ま

し
て
巻
頭
に
引
か
れ
て
い
る
エ
ピ
グ
ラ
フ
を
考
慮
に
い

れ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
―
「
あ
る
監
禁
状
態
を
別

の
監
禁
状
態
で
表
現
す
る
の
は（
…
…
）、理
に
適か

な

っ
た

こ
と
で
あ
る
」。
こ
れ
は
一
六
六
五
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
発

生
し
た
ペ
ス
ト
の
猖し

ょ
う

獗け
つ

を
記
録
し
た『
疫
病
年
代
記
』

（
一
七
二
二
）や『
ロ
ビ
ン
ソ
ン・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
生
涯
と

冒
険
』（
一
七
一
九
）を
書
い
た
、イ
ギ
リ
ス
の
作
家
ダ
ニ

エ
ル・
デ
フ
ォ
ー
の
作
中
か
ら
採と

っ
た
言
葉
で
す
。

言
う
に
お
よ
ば
ぬ
こ
と
で
す
が
、カ
ミ
ュ
が
こ
の
言

葉
を
選
ん
だ
の
は
、「
あ
る
監
禁
状
態
」＝「
戦
争
」の

悲
惨
な
状
況
を「
別
の
監
禁
状
態
」＝「
ペ
ス
ト
」で
比

喩
的
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。
第
二
次
大

戦
中
フ
ラ
ン
ス
が
ド
イ
ツ
軍
に
占
領
さ
れ
、あ
ら
ゆ
る

自
由
を
剝
奪
さ
れ
た
極
度
の
拘
束
状
態
と
、
悪
疫
の

感
染
に
襲
わ
れ
て
行
動
の
自
由
を
制
約
さ
れ
、都
市

の
封
鎖
を
受
け
い
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
拘
禁
状
態
。『
ペ
ス

ト
』は
つ
ま
り
疫
病
小
説

0

0

0

0

の
体
裁
を
ま
こ
と
に
巧
妙
に

帯
び
な
が
ら
、ド
イ
ツ
の
強
暴
な
占
領
に
対
す
る
辛
辣

か
つ
尖
鋭
な
抵
抗
小
説

0

0

0

0

で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
が
カ
ミ
ュ

の
自
負
で
も
あ
り
、刊
行
と
と
も
に
多
く
の
読
者
に
迎

え
ら
れ
た
理
由
で
も
あ
り
ま
す
。

話
が
ち
ょ
っ
と
変
わ
り
ま
す
が
、そ
の
昔『
ペ
ス
ト
』

を
読
ん
だ
と
き
、m

ise en quarantaine

（
四
十
日

ほ
ど
留
め
お
く
）と
い
う
語
句
が
、何
の
こ
と
や
ら
見

当
が
つ
か
ず
閉
口
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
古
代
・

中
世
に
か
け
て
、
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア（
ベ
ニ
ス
）は
中
近
東

方
面
と
の
交
易
に
よ
っ
て
莫
大
な
利
益
で
潤
う
港
湾

都
市
で
し
た
。
し
か
し
、と
き
に
よ
っ
て
は
、中
近
東

で
流
行
す
る
悪
疫
が
運
ば
れ
て
く
る
禍
い
が
お
こ
る

場
合
も
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
交
易
船
を
四
十
日
ほ
ど

港
外
に
停
め
、
検
疫
を
実
施
す
る
必
要
は
欠
か
せ
な

か
っ
た
の
で
し
ょ
う（
イ
タ
リ
ア
語
で
ほ
ぼ
四
十
日
は

quarantine

）。
そ
れ
で
こ
の
言
い
か
た
が
隔
離
、
検

疫
の
意
味
あ
い
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す

が
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
世
界
を
悩
ま
せ
だ
し
た

今
年
の
一
月
か
二
月
頃
、フ
ラ
ン
ス
の
新
聞
・
雑
誌
で
し

き
り
にm

ise en quarantaine

と
出
会
う
よ
う
に

な
り
、錆
び
つ
い
た
単
語
の
知
識
が
と
つ
ぜ
ん
復
活
し

た
の
は
、な
ん
と
も
不
思
議
な
経
験
で
し
た
。

話
題
は
ま
た『
ペ
ス
ト
』に
も
ど
り
ま
す
が
、
戦
争

に
関
わ
る「
抵
抗
小
説
」と
し
て
、さ
ら
に
は
全
体
主

義
的
な
社
会
に
対
す
る「
反
抗
小
説
」と
し
て
戦
後

も
ず
い
ぶ
ん
長
い
あ
い
だ
読
者
に
恵
ま
れ
て
い
ま
し

た
が
、そ
れ
で
も
や
は
り
停
滞
は
避
け
ら
れ
な
い
気
配

が
見
え
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
ん
な
折

も
折
、一
九
八
九
年
九
月
、小
説
の
刊
行
か
ら
じ
つ
に

四
十
二
年
後
の
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、『
ペ
ス
ト
』が
演

劇
と
し
て
上
演
さ
れ
る
と
い
う
の
で
、不
意
を
打
た
れ

た
よ
う
に
驚
か
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
企
画

し
た
の
は
フ
ラ
ン
シ
ス・ユ
ス
テ
ー
ル
と
い
う
俳
優
、超

一
流
と
ま
で
は
ゆ
か
な
く
と
も
主
宰
す
る
劇
団
を
率
い

て
い
る
く
ら
い
で
す
か
ら
、著
名
な
俳
優
で
あ
る
の
は

余
分
な
言
葉
を
費
や
す
ま
で
も
な
い
で
し
ょ
う
。

折
よ
く
私
は
パ
リ
に
滞
在
し
て
い
た
の
で
、マ
リ

ニ
ー
座（
パ
リ
の
中
心
シ
ャ
ン・
ゼ
リ
ゼ
に
所
在
す
る
劇

場
）で
上
演
さ
れ
て
い
る『
ペ
ス
ト
』の
劇
化
が
い
か
な

る
も
の
か
、好
奇
心
横
溢
の
気
分
で
さ
っ
そ
く
出
か
け

ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
一
驚
を
喫
す
る
ど
こ
ろ
で
は
な

く
、驚
天
さ
せ
ら
れ
た
の
は
、こ
れ
が
ユ
ス
テ
ー
ル
の
一

人
芝
居
に
よ
る『
ペ
ス
ト
』で
あ
っ
た
こ
と
で
す
。
脚

色
も
演
出
も
演
技
も
す
べ
て（
装
置
や
衣
装
は
別
と
し

て
）、ユ
ス
テ
ー
ル
の
創
案
に
な
る
も
の
で
し
た
。『
ペ
ス

ト
』は
長
篇
の
部
類
に
入
る
小
説
で
す
か
ら
、登
場
人

物
は
ず
い
ぶ
ん
多
数
に
な
る
は
ず
で
す
が
、大
い
に
圧

縮
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、ひ
と
り
の
役
者
が
数
多
く

の
役
を
演
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
大
変
で

す
。
医
師
で
あ
っ
た
か
と
思
う
と
、つ
ぎ
に
は
司
祭
と

な
る
し
、場
所
も
駅
で
あ
っ
た
か
と
思
う
と
、つ
ぎ
に

は
カ
ッ
フ
ェ
に
な
っ
た
り
し
ま
す
。
当
然
な
が
ら
ユ
ス

テ
ー
ル
は
右
に
飛
ん
だ
り
、左
へ
走
っ
た
り
、絶
え
ま

な
く
動
き
ま
わ
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
フ
ラ
ン
ス
人

の
観
客
は
ど
う
い
う
気
分
で
観
劇
を
終
え
た
か
分
り

ま
せ
ん
が
、私
が
こ
の
異
色
の
一
人
芝
居
に
と
も
あ
れ

中
途
か
ら
興
趣
を
感
じ
た
の
は
、紛
う
か
た
な
く
小
説

『
ペ
ス
ト
』に
親
し
ん
で
い
た
か
ら
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ

ん
。
あ
れ
か
ら
ち
ょ
う
ど
三
十
年
に
な
り
ま
す
が
、名

優
ユ
ス
テ
ー
ル
の
右
往
左
往
の
演
技
を
思
い
だ
す
と
、

懐
し
い
一
幕
に
再
会
し
た
気
分
が
よ
み
が
え
っ
て
く
る

の
が
不
思
議
な
ほ
ど
で
す
。

と
も
あ
れ
、発
生
か
ら
感
染
の
拡
大
と
そ
れ
に
伴
な

う
恐
怖
、治
療
の
困
難
さ
、危
機
の
絶
頂
と
死
者
の
数

の
増
加
、迂
余
曲
折
を
経
て
や
っ
と
収
束
に
至
る
経
過

等
々
、委
曲
を
尽
し
て
こ
の
悪
疫
を
描
い
た
カ
ミ
ュ
の

『
ペ
ス
ト
』は
、
や
は
り
世
界
の
文
学
の
歴
史
の
な
か

で
も
た
ぶ
ん
類
の
な
い
唯
一
の
貴
重
な
作
品
で
す（
デ

フ
ォ
ー『
疫
病
年
代
記
』は
未
読
な
の
で
断
言
は
保
留

し
ま
す
が
…
…
）。
コ
レ
ラ
、マ
ラ
リ
ア
、
チ
フ
ス
、
赤

痢
な
ど
、
悪
疫
と
か
疫
病
と
呼
ば
れ
て
人
類
を
古
く

か
ら
悩
ま
せ
た
病
い
の
な
か
で
も
、ペ
ス
ト
は
感
染
力

が
強
く
最
も
恐
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
し
た
。
な
け

な
し
の
知
識
を
披
露
す
る
格
好
に
な
り
ま
す
が
、『
旧

約
聖
書
』の「
サ
ム
エ
ル
前
書
」を
繙
く
と
、イ
ス
ラ
エ

ル
諸
部
族
と
戦
っ
た
ペ
リ
シ
テ
人
が
疫
病
に
襲
わ
れ

た
と
語
ら
れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
ぞ
ペ
ス
ト
で
は
な
い

か
と
い
う
説
が
あ
る
そ
う
で
す
。
だ
が
、も
ち
ろ
ん
そ

れ
に
は
確
証
は
あ
り
ま
せ
ん
。
確
か
に
ペ
ス
ト
と
認

め
ら
れ
る
歴
史
的
に
最
も
古
い
流
行
は
、
六
世
紀
の

半
ば
に
エ
ジ
プ
ト
で
発
生
し
た
災
厄
で
、六
十
年
あ
ま

り
、伝
染
が
続
い
た
そ
う
で
す
。
以
来
、そ
れ
ほ
ど
の

規
模
で
な
い
に
せ
よ
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
こ
か
で
何
度
か

繰
り
か
え
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、想
像
に
難
く
あ

り
ま
せ
ん
。

そ
の
後
、驚
異
的
な
猛
威
を
ふ
る
っ
た
の
は
、一
三
四
七

年
に
コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ノ
ー
プ
ル（
現
在
の
イ
ス
タ
ン

ブ
ー
ル
）で
拡
大
し
、そ
れ
か
ら
さ
き
ほ
ど
触
れ
た
地

中
海
交
易
の
隆
盛
に
し
た
が
っ
て
、翌
四
八
年
に
イ
タ

リ
ア（
ま
ず
は
ヴ
ェ
ネ
ツィ
ア
で
し
ょ
う
）に
侵
入
、さ
ら

に
フ
ラ
ン
ス
、イ
ン
グ
ラ
ン
ド
な
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
内
部
に

集
団
感
染
の
環
を
ひ
ろ
げ
た
疫
禍
で
す
。
文
学
が
ペ
ス

ト
と
縁
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
の
も
こ
の
と
き
で
す
。

と
い
う
の
も
、あ
の『
デ
カ
メ
ロ
ン
』（『
十
日
物
語
』）の

作
者
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ（
一
三
一
三
―
一
三
七
五
）は
、災
厄

の
到
来
を
知
る
や
す
ぐ
さ
ま
話
題
に
取
り
い
れ
、フィ

レ
ン
ツ
ェ
を
主
た
る
背
景
に
し
て
、悪
疫
に
見
舞
わ
れ

た
ひ
と
び
と
の
苦
痛
を
物
語
に
仕
立
て
た
か
ら
で
す
。

罹
患
者
の
皮
膚
に
黒
い
斑
点
を
生
じ
る
こ
と
か
ら
、当

時
は
黒
死
病
な
ど
と
も
呼
ば
れ
た
そ
う
で
す
が
、十
四

世
紀
の
こ
の
大
流
行
の
犠
牲
と
な
っ
た
死
者
は
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
三
千
五
百
万
人
、ほ
か
の
地
域
を
合
わ
せ
る

と
六
千
万
な
い
し
七
千
万
に
達
す
る
と
も
伝
え
ら
れ

る
巨
大
な
惨
禍
で
し
た
。
イ
タ
リ
ア
文
学
で
は
も
う

ひ
と
つ
、ア
レ
ッ
サ
ン
ド
ロ・マ
ン
ゾ
ー
ニ（
一
七
八
五
―

一
八
七
三
）の『
い
い
な
づ
け
』（
一
八
二
五
＝
二
七
初
版
）

が
、ペ
ス
ト
に
関
わ
る
優
れ
た
小
説
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
北
イ
タ
リ
ア
・ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
地
方
の
農
民

の
若
者
と
娘
が
親
密
な
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ

に
、暴
虐
な
領
主
が
ル
チ
ー
ア
と
い
う
そ
の
娘
の
美
貌

に
目
を
つ
け
、地
域
の
住
民
を
捲
き
こ
ん
だ
多
種
多
様

な
騒
動
が
生
じ
る（
時
代
は
十
七
世
紀
前
半
に
設
定

さ
れ
て
い
ま
す
）。
こ
う
し
た
騒
動
の
な
か
で
ペ
ス
ト

が
発
生
、混
乱
に
輪
を
か
け
た
か
の
如
く
悪
辣
な
奸
策

や
ら
途
方
も
な
い
狂
瀾
が
渦
ま
い
た
り
、一
方
で
清
純

な
愛
が
持
続
し
た
り
、複
雑
な
興
趣
に
満
ち
た
傑
作

で
あ
る
と
い
う
イ
タ
リ
ア
文
学
史
上
の
定
評
は
、動
か

し
よ
う
が
な
い
と
断
言
で
き
ま
す
。
た
だ
、ペ
ス
ト
の

も
た
ら
す
災
厄
は
物
語
を
多
彩
に
い
ろ
ど
る
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
は
確
か
で
あ
る
と
し
て
も
、そ
れ
が

主
題
で
な
い
こ
と
は
明
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。

ペ
ス
ト
は
こ
ん
な
ふ
う
に
文
学
の
な
か
に
割
り
こ

ん
で
き
ま
し
た
が
、も
う
繰
り
か
え
す
ま
で
も
な
く
、

カ
ミ
ュ
の『
ペ
ス
ト
』は
そ
の
な
か
で
際
立
っ
た
存
在

で
す
。
そ
れ
に
デ
フ
ォ
ー
の『
年
代
記
』以
後
、つ
ま
り

十
八
世
紀
以
降
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
ペ
ス
ト
は
ほ
と
ん
ど

流
行
し
て
い
な
い
よ
う
で
す
か
ら
、カ
ミ
ュ
の
作
品
は

戦
争
の
時
代
を
背
景
に
し
た
虚
構
だ
と
い
う
事
実
も
、

念
の
た
め
書
き
く
わ
え
お
き
ま
す（
明
治
の
開
国
後
ペ

ス
ト
は
日
本
に
も
侵
入
、明
治
・
大
正
時
代
に
は
多
少

の
犠
牲
者
が
出
ま
し
た
が
、一
九
二
七
年
以
降
は
消
滅

し
た
そ
う
で
す
）。

し
か
し
こ
れ
で
文
学
と
ペ
ス
ト
は
縁
が
切
れ
た
わ

け
で
は
な
く
、ほ
ん
の
細
部
な
が
ら
悪
疫
に
触
れ
た
傑

出
し
た
小
説
が
あ
り
ま
す
。
ウ
ン
ベ
ル
ト
・エ
ー
コ『
薔

薇
の
名
前
』（
一
九
八
二
）で
す
。
数
多
い
外
国
語
訳
と

合
わ
せ
る
と
一
千
万
部
を
越
え
る
と
い
う
著
名
な
作

品
で
す
か
ら
、筋
書
な
ど
記
す
必
要
は
な
い
で
し
ょ
う

が
、北
イ
タ
リ
ア
の
山
間
部
に
あ
る
修
道
院
で
不
可
解

な
連
続
死
事
件
が
起
り
ま
す
。
そ
の
謎
を
解
く
た
め

バス
カ
ヴ
ィ
ル
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
と
い
う
知
能
豊
か
な
イ

ギ
リ
ス
人
の
修
道
士
が
乗
り
こ
ん
で
き
て
、事
件
を
解

明
し
ま
す（
因
み
に
バ
ス
カ
ヴ
ィ
ル
は
、コ
ナ
ン・
ド
イ
ル

の
傑
作『
バス
カ
ヴ
ィ
ル
家
の
犬
』を
思
い
だ
し
て
く
だ

さ
い
）。
こ
の
面
で
は
推
理
小
説
と
し
て
の
興
趣
が
名

作
た
ら
し
め
て
い
る
の
で
す
が
、謎
め
い
た
死
が
相
次

ぐ
の
は
、宗
教
に
は
笑
い
を
も
ち
こ
ん
で
は
な
ら
な
い

と
信
じ
こ
む
、偏
狭
な
修
道
士
の
策
謀
に
よ
る
も
の
で

し
た
。
そ
の
点
で
は
宗
教
的
寛
容
を
説
く
小
説
で
あ

る
と
も
い
え
ま
す
。
事
件
の
時
期
は
一
三
二
七
年
十
一

月
末
と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
内
部

の
さ
ま
ざ
ま
な
宗
派
の
争
闘
が
絶
え
ず
、異
端
審
問
が

横
行
し
て
い
た
時
代
で
し
た
か
ら
、当
然
な
が
ら
歴
史

小
説
の
側
面
を
備
え
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。

た
だ
小
説
は
客
観
的
な
記
述
の
形
式
に
よ
る
の
で

は
な
く
、探
偵
役
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
の
助
手
の
役
割
を
務

め
た
若
い
修
道
僧
が
、事
件
よ
り
ず
っ
と
後
年
に
綴
っ

た
回
想
の
手
記
と
い
う
形
に
な
っ
て
い
て
、こ
こ
で
よ

う
や
く
ペ
ス
ト
の
出
番
が
来
ま
す
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
修
道
士
は
十
四
世
紀
の
な
か
ば
頃
、あ
の

一
三
四
八
年
か
ら
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
襲
っ
た
大
恐
慌
の
犠

牲
で
死
去
し
た
こ
と
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
余
計
な
話
題

に
な
り
ま
す
が
、『
い
い
な
づ
け
』も『
薔
薇
の
名
前
』

も
小
説
の
舞
台
は
北
イ
タ
リ
ア
で
あ
り
、
今
回
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
、最
初
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
感
染
が
ひ

ろ
が
っ
た
の
が
、イ
タ
リ
ア
北
部
の
ロ
ン
バル
デ
ィ
ア
地

方
で
あ
っ
た
の
を
思
い
あ
わ
せ
る
と
、む
ろ
ん
偶
然
の

一
致
に
す
ぎ
な
い
に
し
て
も
、な
に
か
奇
妙
な
暗
合
が

働
い
て
い
る
よ
う
な
感
じ
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。

最
後
に
余
計
な
話
題
を
も
う
ひ
と
つ
。
今
回
の

ウ
イ
ル
ス
騒
動
は「
コ
ロ
ナ
」
と
称
す
る
の
が
通
例

と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
な
の
で
し
ょ

う
。
難
か
し
い
学
名
は
別
と
し
て
、
二
十
一
世
紀
に

な
っ
て（
二
〇
〇
二
―
三
年
）は
じ
め
て
出
現
し
た

ウ
イ
ル
ス（SA

R
S

と
通
称
さ
れ
て
い
る
も
の
）が
、

Coronavirus

と
名
づ
け
ら
れ
た
の
は
、い
ま
テ
レ
ビ

の
映
像
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
光
の
環
や
花
の
尖
端

の
花
冠
の
よ
う
な
刺
に
似
た
形
の
も
の
が
、周
囲
に
付

い
て
い
る
か
ら
で
す
。Corona

は
そ
の
種
の
も
の
を

示
す
ラ
テ
ン
語（
英
語
のCrow

n

に
相
当
）で
、ウ
イ

ル
ス
本
体
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
と
す
れ
ば
、コ

ロ
ナ
に
感
染
し
た
、コ
ロ
ナ
が
拡
大
し
た
と
い
う
言
い

か
た
は
適
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
国
際
的
な
保
健
機

構
で
定
め
た
ら
し
い
、そ
し
て
諸
外
国
で
一
般
に
用
い

ら
れ
て
い
るCovid-19

（
コ
ヴ
ィ
ッ
ド
19
）と
い
う
固

有
の
名
称
が
あ
る
の
だ
か
ら
、そ
れ
を
採
用
す
る
の
が

条
理
に
適
っ
て
い
る
よ
う
思
え
て
な
ら
な
い
の
で
す

が
…
…
。

二
〇
二
〇
年
六
月
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一
つ
の
展
覧
会
が
発
端
と
な
り
、そ
の
後
様
々
な
企
画
が
生
ま
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

2
0
1
4
年
1
〜
3
月
に
当
館
で
開
催
し
た「
星
を
賣
る
店  

ク
ラ
フ

ト
・エ
ヴ
ィ
ン
グ
商
會
の
お
か
し
な
展
覧
会
」か
ら
は
、「
金
曜
日
の
本
」と
い
う

名
の
出
版
企
画
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
金
曜
日
に
図
書
館
で
本
を
借
り
て
週
末

に
読
む
幸
せ
、そ
の
よ
う
な
読
書
の
喜
び
の
原
体
験
を
呼
び
覚
ま
そ
う
と
い

う
試
み
で
す
。
提
案
者
で
あ
る
作
家
の
吉
田
篤
弘
さ
ん（
ク
ラ
フ
ト
・エ
ヴ
ィ
ン

グ
商
會
）に
よ
る
書
下
ろ
し
小
説
『
お
る
も
す
と
』を
、活
版
印
刷
で
書
籍
化

し
、2
0
1
6
年
3
月
、当
館
の
開
館
20
周
年
事
業
の
一
環
と
し
て
発
行
し
ま

し
た
。

そ
し
て
2
0
1
8
年
10
月
、す
で
に
完
売
し
て
い
た『
お
る
も
す
と
』の
普

及
版
が
講
談
社
か
ら
刊
行
さ
れ
、「
公
開
読
書
会
」な
る
催
し
を
、出
版
記
念

イ
ベ
ン
ト
と
し
て
開
催
し
ま
し
た
。「
小
説
の〝
終
わ
り
方
〞っ
て
何
だ
ろ
う
？
」

を
テ
ー
マ
に
、小
説
の
あ
り
方
や
形
式
そ
の
も
の
に
ま
で
話
題
が
及
ん
だ
こ

の
催
し
が
契
機
と
な
り
、
2
0
1
9
年
度
か
ら
新
た
に
ス
タ
ー
ト
し
た
の
が
、

「
ロ
ン
リ
ー
・ハ
ー
ツ
読
書
倶
楽
部
」で
す
。

吉
田
さ
ん
が
毎
回
自
著
を
1
冊
取
り
上
げ
、ど
ん
な
こ
と
を
考
え
な
が
ら

書
い
た
か
、作
品
の
背
景
や
知
ら
れ
ざ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
シ
リ
ー
ズ
企
画

で
、昨
年
8
月
に
第
1
回
、
11

月
に
第
2
回
を
開
催
し
ま
し

た
。
参
加
者
か
ら
事
前
に
質

問
を
募
り
、吉
田
さ
ん
が
語
り

つ
く
す
2
時
間
強
。
作
家
の

思
索
の
拡
が
り
方
や
、言
葉
に

対
す
る
鋭
い
感
覚
に
触
れ
る

こ
と
が
で
き
る
貴
重
な
機
会

で
す
。

倶
楽
部
の
活
動
は
、最
終
的

に
書
籍
に
ま
と
め
ら
れ
る
予

定
。
次
回
開
催
日
程
は
未
定
で

す
が
、決
ま
り
次
第
、当
館
ツ

イ
ッ
タ
ー
、ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で

ご
案
内
い
た
し
ま
す
。
お
題
と

な
る
本
を
読
ん
で
い
る
方
で
あ

れ
ば
、ど
な
た
で
も
ご
参
加
い

た
だ
け
ま
す（
事
前
申
込
制
）。

吉
田
篤
弘
の〈
ロ
ン
リ
ー
・ハ
ー
ツ
読
書
倶
楽
部
〉

●
短
歌
（
応
募
者
39
人
）

一
席
―
善
生
由
華   

二
席
―
そ
ら
ま
め   

三
席
―
花
田
浩
子  

桑
原

謙
一   

秀
作
―
平
野
英
輔  

山
田
信
恵   

佳
作
―
石
本
一
美  

尼
野
節
子  

丸

山
ゆ
う
な  

野
上
卓  

角
田
春
恵  

椎
名
迪
子  

田
中
豊
子  

上
杉
重
子

安
部
葉
子  

田
村
敦
子

●
俳
句
（
応
募
者
66
人
）

一
席
―
磯
貝
由
佳
子   

二
席
―
大
村
公
美   

三
席
―
影
山
十
二
香  

長
谷
川

瞳   

秀
作
―
椎
名
迪
子  

大
室
恵
美
子   

佳
作
―
寺
本
明
子  

富
山
勉  

青

木
あ
き
子  

椎
名
暁
子  

藤
村
寛  

岡
林
俊
子  

百
瀬
俊
夫  

原
田
街
子

堀
恭
子  

中
川
純
一

●
川
柳
（
応
募
者
58
人
）

一
席
―
永
井
清   

二
席
―
波
多
江
淑   

三
席
―
永
沼
啓
子  

黒
田
九
州

矢   

秀
作
―
萩
原
千
賀
子  

且
味
香
子   

佳
作
―
出
馬
希
美
代  

船
木
澄

子  

笠
井
一
美  

岩
崎
能
楽  

河
内
若
菜  

秋
本
陽
子  

神
田
良
子  

竹
本
宏

平  

海
道
か
つ
代  

柏
崎
澄
子

●
詩
（
応
募
者
30
人
）

一
席
―
中
川
究
矢   

二
席
―
石
川
厚
志   

三
席
―
奥
寺
敏
子  

唐
木
み
ち

る   

秀
作
―
南
雲
和
代  

菅
沼
り
ん   

佳
作
―
上
杉
健
太
郎  

早
野
久
美

飯
島
新
吉  
中
村
優
子  

南
風  

は
む
む
ん  

久
村
美
記  

ま
ん
た
に
み
わ
こ

窪
田
貴
子  

水
谷
有
美

●
随
筆
（
応
募
者
34
人
）

一
席
―
山
田
み
さ
子   
二
席
―
木
本
裕
子   

三
席
―
八
木
雅
之  

中
村
福
子

（
敬
称
略
）

第
35
回  

世
田
谷
文
学
賞

　
世
田
谷
区
お
よ
び
公
益
財
団
法
人
せ
た
が
や
文
化
財
団
で
は
、若
手
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
の
多
彩
な
文
化
・
芸
術
活
動
の
支
援
を
目
的
に
芸
術
賞「
世
田
谷
区
芸
術
ア
ワ
ー

ド〝
飛
翔
〞」を
実
施
し
て
い
ま
す
。

　
世
田
谷
の
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
分
野
の
特
性
を
活
か
し
、〈
生
活
デ
ザ
イ
ン
〉〈
舞
台
・

芸
術
〉〈
音
楽
〉〈
美
術
〉〈
文
学
〉の
5
つ
の
部
門
を
募
集
し
、文
学
部
門
で
は
55
件
の

応
募
が
あ
り
ま
し
た
。
左
記
の
外
部
審
査
員
に
よ
る
外
部
審
査
会
お
よ
び
世
田
谷

区
芸
術
ア
ワ
ー
ド
審
査
会
を
経
て
、受
賞
者
を
決
定
し
ま
し
た
。

第
6
回  

世
田
谷
区
芸
術
ア
ワ
ー
ド〝
飛
翔
〞文
学
部
門

5
部
門
で
作
品
を
募
集
し
、合
計
2
2
7
人
か
ら
応
募
が
あ
り
ま
し
た
。

入
賞
者
の
作
品
は「
文
芸
せ
た
が
や
」
35
号
で
お
読
み
い
た
だ
け
ま
す
。

2
0
1
9
年
度
の
活
働
か
ら

2
0
1
9
年
度
の
連
続
講
座
は
、世
田
谷
に
も
ゆ
か

り
の
深
い
作
家
、
遠
藤
周
作（
1
9
2
3
・
大
正
12
〜

1
9
9
6
・
平
成
8
）の
文
学
を
と
り
上
げ
ま
し
た
。
本

講
座
の
企
画
者
で
あ
る
当
館
館
長
・
菅
野
昭
正
は
、本
講

座
の
趣
旨
と
し
て「
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
仰
を
基
調
と
す
る

遠
藤
氏
の
作
品
が
宗
教
の
枠
を
越
え
て
、ひ
ろ
い
読
者
層

に
受
け
い
れ
ら
れ
て
い
る
の
は
、信
徒
の
苦
闘
す
る
姿
の

な
か
に
、あ
ら
ゆ
る
人
間
の
魂
に
訴
え
か
け
る
力
が
秘
め

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
遠
藤
氏
が
昇
天
さ
れ
て
か
ら

二
十
二
年
あ
ま
り
、生
き
る
根
拠
を
見
出
す
の
が
難
し
い

混
沌
と
し
た
現
在
の
状
況
の
な
か
、迫
真
的
に
訴
え
か
け

る
そ
の
力
は
ま
す
ま
す
強
化
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま

す
」と
述
べ
、
5
名
の
講
師
を
お
招
き
し
て
開
催
い
た
し

ま
し
た
。

講
座
で
は
作
品
と
主
題
の
分
析
や
背
景
に
つ
い
て
、他

の
作
家
と
の
比
較
、
影
響
な
ど
各
専
門
分
野
か
ら
の
見

識
を
豊
富
に
聞
か
せ
て
い
た
だ
い
た
ほ
か
、生
前
の
遠
藤

周
作
と
交
流
の
深
か
っ
た
講
師
か
ら
は
人
柄
や
創
作
態

度
に
ま
つ
わ
る
貴
重
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
も
伺
う
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。

各
講
座
の
タ
イ
ト
ル
、講
師
の
方
々
は
次
の
と
お
り
で
す
。

•
9
月
21
日（
土
）

「
遠
藤
周
作
の
思
い
出
」  

　
　
加
賀
乙
彦（
小
説
家
・
医
師
）

•
9
月
29
日（
日
）

「
遠
藤
周
作
―
笑
い
の
恵
み
」  

　
　
持
田
叙
子（
文
芸
評
論
家
・
日
本
近
代
文
学
）

•
10
月
5
日（
土
）

「『
沈
黙
』か
ら
、現
代
の
キ
リ
ス
ト
教
世
界
」  

　
　
富
岡
幸
一
郎（
文
芸
評
論
家
・
鎌
倉
文
学
館
館
長
）

•
10
月
19
日（
土
）

「
遠
藤
周
作
と
歴
史
小
説
」  

　
　
高
橋
千
劔
破（
小
説
家
・
文
芸
評
論
家
）

•
10
月
27
日（
日
）

「
遠
藤
周
作
と
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・モ
ー
リ
ヤ
ッ
ク
―

『
テ
レ
ー
ズ・
デ
ス
ケ
ル
ー
』の
痕
跡
を
追
っ
て
」

　
　
福
田
耕
介（
フ
ラ
ン
ス
文
学
・
上
智
大
学
教
授
）

2
0
1
6
年
に
代
表
作
の
一つ『
沈
黙
』が
マ
ー
テ
ィ
ン・

ス
コ
セ
ッ
シ
監
督
に
よ
り
ハ
リ
ウ
ッ
ド
で
映
画
化
さ
れ
る
な

ど
、亡
く
な
っ
て
20
年
以
上
経
つ
現
在
も
遠
藤
文
学
は
話

題
と
な
り
、新
た
な
読
者
を
獲
得
し
て
い
ま
す
が
、受
講

生
は
長
年
に
亘
り
遠
藤
作
品
を
深
く
読
み
込
ん
で
こ
ら

れ
た
方
々
が
多
か
っ
た
と
い
う
印
象
で
す
。
今
回
か
ら
は
、

よ
り
集
中
し
て
受
講
い
た
だ
く
た
め
、会
場
を
机
の
あ
る

2
階
講
義
室
に
移
し
ま
し
た
。
講
師
の
多
く
が
5
枚
以

上
の
資
料
を
用
意
下
さ
っ
た
中
、資
料
に
も
じ
っ
く
り
目

を
通
し
な
が
ら
受
講
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

な
お
、
本
講
座
の
内
容
は
書
籍
と
し
て
、
今
秋
刊
行

が
予
定
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
詳
細
が
決
ま
り
次
第
、
本

ニ
ュ
ー
ス
や
当
館
H
P
で
も
ご
報
告
い
た
し
ま
す
。

9月21日の講座から  加賀乙彦講師

連
続
講
座「
遠
藤
周
作  

神
に
問
い
か
け
つ
づ
け
る
旅
」
2
0
1
9
年
9
月
21
日
―
10
月
27
日

資
料
受
贈
報
告

2
0
1
9
年
10
月
22
日
〜
2
0
2
0
年
7
月
4
日

▼
安
部
壽
子
様

石
井
耕
様

伊
藤
勲
様

上
野
芳
久

様
　
木
村
和
夫
様
　
黒
澤
真
一
郎
様
　
齋
藤
芳
生
様
　
酒

井
チ
エ
様
　
髙
山
由
紀
子
様
　
竹
村
啓
様
　
塚
田
吉
昭
様
　

長
瀬
博
之
様
　
船
曵
由
美
様
　
松
本
徹
様
　
山
下
洪
文

様
　
山
田
兼
士
様
　
夕
空
レ
ト
ロ
様

▼
尼
崎
芸
術
文
化
協
会

伊
豆
市
教
育
部
社
会
教
育

課
　
伊
豆
文
学
フェ
ス
テ
ィ
バ
ル
実
行
委
員
会
　
市
川
市
文

学
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
　
一
宮
市
博
物
館
　
一
茶
記
念
館
　
井
上

靖
記
念
館
　
い
わ
き
市
教
育
文
化
事
業
団
　
い
わ
き
市
立

草
野
心
平
記
念
文
学
館
　
岩
波
書
店
　
浦
安
市
郷
土
博
物

館
　
う
ら
わ
美
術
館
　
江
戸
東
京
博
物
館
　
愛
媛
県
生
涯

学
習
セ
ン
タ
ー
　
桜
美
林
大
学
　
大
岡
信
研
究
会
　
大
阪

国
際
児
童
文
学
復
興
財
団
　
小
田
原
市
郷
土
文
化
館
　
賀

川
豊
彦
記
念
松
沢
資
料
館
　
学
習
院
大
学
史
料
館
　
か

ご
し
ま
近
代
文
学
館
　
神
奈
川
近
代
文
学
館
　
金
沢
文

化
復
興
財
団
　
紙
の
博
物
館
　
川
崎
市
市
民
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
　
菊
池
寛
記
念
館
　
北
九
州
市
立
文
学
館
　
北
九
州
市

立
松
本
清
張
記
念
館
　
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
　
京
都

工
芸
繊
維
大
学
美
術
工
芸
資
料
館
　
ク
マ
ヒ
ラ
　
群
馬
県

立
土
屋
文
明
記
念
文
学
館
　
慶
應
義
塾
大
学
ア
ー
ト
・セ
ン

タ
ー
　
こ
お
り
や
ま
文
学
の
森
資
料
館
　
國
學
院
大
學
博

物
館
研
究
室
　
国
文
学
研
究
資
料
館
　
国
立
映
画
ア
ー
カ

イ
ブ
　
越
谷
市
立
図
書
館
野
口
冨
士
男
文
庫
　
高
志
の
国

文
学
館
　
さ
い
た
ま
市
大
宮
盆
栽
美
術
館
　
斎
藤
茂
吉
記

念
館
　
佐
佐
木
幸
綱
研
究
会
　
左
右
社
　
四
季
派
学
会
　

司
馬
遼
太
郎
記
念
館
　
小
学
館
　
昭
和
館
　
白
百
合
女

子
大
学
言
語
・
文
学
研
究
セ
ン
タ
ー
　
新
宿
区
立
漱
石
山
房

記
念
館
　
森
話
社
　
杉
並
区
立
郷
土
博
物
館
　
鈴
鹿
市
文

化
ス
ポ
ー
ツ
部
文
化
財
課
　
静
嘉
堂
文
庫
美
術
館
　
全
国

文
学
館
協
議
会
　
仙
台
文
学
館
　
大
正
大
学
　
高
遠
書

房
　
高
山
市
市
民
活
動
部
生
涯
学
習
課
　
た
ま
し
ん
地
域

文
化
財
団
　
多
摩
美
術
大
学
芸
術
人
類
学
研
究
所
　
田
山

花
袋
記
念
文
学
館
　
竹
泉
書
荘
　
竹
柏
会
　
筑
摩
書
房
　

千
葉
市
美
術
館
　
中
央
公
論
新
社
　
調
布
市
立
武
者
小
路

実
篤
記
念
館
　
鶴
岡
市
立
藤
沢
周
平
記
念
館
　
東
京
子
ど

も
図
書
館
　
東
京
都
現
代
美
術
館
　
東
洋
大
学
ア
ジ
ア
文

化
研
究
所
　
徳
島
県
立
文
学
書
道
館
　
富
山
県
芸
術
文
化

協
会
　
捕
物
出
版
　
長
崎
市
遠
藤
周
作
文
学
館
　
中
原
中

也
記
念
館
　
新
美
南
吉
記
念
館
　
西
尾
市
教
育
委
員
会
事

務
局
文
化
振
興
課
　
二
松
学
舎
大
学
付
属
図
書
館
　
日
本

歌
人
ク
ラ
ブ
　
日
本
近
代
文
学
館
　
日
本
現
代
詩
歌
文
学

館
　
日
本
児
童
ペ
ン
ク
ラ
ブ
　
日
本
博
物
館
協
会
　
萩
原

朔
太
郎
研
究
会
　
飯
能
市
教
育
委
員
会
生
涯
学
習
ス
ポ
ー

ツ
部
　
姫
路
文
学
館
　
ふ
く
や
ま
文
学
館
　
節
の
ふ
る
さ

と
文
化
協
議
会
　
文
京
区
立
森
鷗
外
記
念
館
　
文
京
ふ
る

さ
と
歴
史
館
　
勉
誠
出
版
　
北
海
道
立
文
学
館
　
マ
グ
ノ

リ
ア
の
会
　
松
山
市
立
子
規
記
念
博
物
館
　
岬
の
分
教
場

保
存
会
　
三
島
市
郷
土
資
料
館
　
水
と
緑
と
詩
の
ま
ち
前

橋
文
学
館
　
武
蔵
野
市
立
武
蔵
野
ふ
る
さ
と
歴
史
館
　
武

蔵
野
美
術
大
学
美
術
館
・
図
書
館
　
武
蔵
野
ふ
る
さ
と
歴

史
館
　
本
山
町
立
大
原
富
枝
文
学
館
　
山
梨
県
立
美
術
館
　

山
梨
県
立
文
学
館
　
や
ま
な
し
文
学
賞
実
行
委
員
会
　
悠

光
堂
　
横
光
利
一
文
学
会
　
与
謝
野
晶
子
倶
楽
部
　
吉
村

昭
記
念
文
学
館
　
立
教
学
院
展
示
館
　
立
教
大
学
江
戸
川

乱
歩
記
念
大
衆
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
　
論
創
社
　
早
稲
田

大
学
會
津
八
一
記
念
博
物
館

▼「
阿
部
知
二
研
究
」「
阿
房
芋
」「
海
」「
海
紅
」「
街
道
」「
カ

プ
リ
チ
オ
」「
経
堂
雑
記
」「
空
想
カ
フェ
」「
く
さ
く
き
」「
九
品

仏
川
柳
会
句
会
報
」「
群
系
」「
原
型
富
山
」「
鴻
」「
香
蘭
」「
心

の
花
」「
埼
東
文
学「
子
規
庵
春
秋
」「
春
耕
」「
抒
情
文
芸
」

「
詩
霊
」「
戦
争
と
萬
葉
集
」「
川
柳
研
究
」「
双
鷲
」「
鬣
」「
た

ね
」「
短
歌
人
」「
地
中
海
」「
伝
書
鳩
」「
飛
火
」「
富
山
県
歌

人
」「
白
」「
風
」「
プ
チ
★
モ
ン
ド
」「
文
藝
軌
道
」「
文
章
歩
道
」

「
焰
」「
本
のParkin

g

」「
窓
」「
ラ
ン
ブ
ル
」「
り
ん
ご
の
木
」

「
暦
日
」

（
五
十
音
順
・
団
体
名
敬
称
略
）

＊「
世
田
谷
文
学
館
ニ
ュ
ー
ス
」
74
号
再
録
記
事
。
74
号（
2
0
2
0
年
3
月
発
行
）は
、新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
る
事
業
変
更
に
伴
い
配
布
を
中
止
し
た
た
め
、本
号
で
再
録
し
ま
す

受
賞
者

熾お
き

野の

優ゆ
う

日
本
大
学
芸
術
学
部
文
芸
学
科
卒
業
。
在
学
中
、文
芸
雑
誌「
江

古
田
文
学
」に
寄
稿
す
る
な
ど
創
作
活
動
を
行
う
。
卒
業
後
は
文

芸
同
人
誌「
閑
窓
」に
て
、定
期
的
に
作
品
を
発
表
し
て
い
る
。

受
賞
作
品

光こ
う

暈う
ん

募
集
期
間
2
0
1
9
年
8
月
20
日
〜
9
月
6
日

授
賞
式

2
0
2
0
年
2
月
8
日

主
催
＝
世
田
谷
区
、公
益
財
団
法
人
せ
た
が
や
文
化
財
団

外
部
審
査
員（
敬
称
略
）

青
野
聰
（
小
説
家
）

三
田
誠
広（
小
説
家
）

世
田
谷
区
芸
術
ア
ワ
ー
ド
審
査
会（
順
不
同
、敬
称
略
）

委
員
長

（
公
財
）せ
た
が
や
文
化
財
団
理
事
長   

永
井
多
惠
子

委  

員

世
田
谷
パ
ブ
リ
ッ
ク
シ
ア
タ
ー
芸
術
監
督   

野
村
萬
斎

委  

員

音
楽
事
業
部
音
楽
監
督   

池
辺
晋
一
郎

委  

員

世
田
谷
美
術
館
館
長   

酒
井
忠
康

委  

員

世
田
谷
文
学
館
館
長   

菅
野
昭
正

委  

員

世
田
谷
区
副
区
長   

岡
田
篤

2
0
1
9
年
度
の
活
働
か
ら

＊「
世
田
谷
文
学
館
ニ
ュ
ー
ス
」
74
号
再
録
記
事
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館長の作家対談

ゲスト

亀山郁夫
（ロシア文学者）

聞き手

菅野昭正
（世田谷文学館館長）

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
翻
訳

菅
野
▼

今
日
は「
謎
解
き
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
」と
い
う
こ
と

で
、亀
山
さ
ん
に
教
え
を
請
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
外
国
文

学
の
受
容
は
、こ
の
2
、30
年
で
随
分
変
わ
り
ま
し
た
ね
。

亀
山
▼

現
在
、文
学
は
本
当
に
低
落
の
傾
向
に
あ
り
ま
す

か
ら
、私
も
翻
訳
を
通
し
て
、私
た
ち
の
体
感
に
入
れ
る

リ
ズ
ム
を
持
た
な
い
と
駄
目
な
の
で
は
と
思
い
、ド
ス
ト

エ
フ
ス
キ
ー
の
テ
キ
ス
ト
に
、超
訳
的
な
側
面
を
盛
り
込

み
つ
つ
翻
訳
に
あ
た
っ
て
い
る
の
は
事
実
で
す
。
私
の
恩

師
の
原
卓
也
先
生
か
ら
叱
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
思
え
る
よ

う
な
道
を
、少
な
く
と
も
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
翻
訳
に

つ
い
て
は
歩
ん
で
い
ま
す
。
原
先
生
は
非
常
に
厳
密
志
向

の
方
で
し
た
か
ら
。

菅
野
▼

僕
た
ち
の
世
代
は
米
川
正
夫
さ
ん
、原
さ
ん
の
お

父
上
の
原
久
一
郎
さ
ん
、中
村
白
葉
さ
ん
な
ど
の
翻
訳
の

ロ
シ
ア
文
学
で
育
ち
ま
し
た
。
僕
が
現
役
の
頃
は
フ
ラ
ン

ス
文
学
の
作
家
、バ
ル
ザ
ッ
ク
と
か
ス
タ
ン
ダ
ー
ル
と
か
、

ご
く
普
通
の
一
般
の
読
書
人
で
も
知
っ
て
い
た
し
、そ
れ

な
り
に
関
心
を
持
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、今
は
殆
ど

読
者
が
い
な
い
の
が
実
情
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

に
比
べ
る
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、「
永
遠
の
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
」で
す
ね
。

亀
山
▼

昨
年
の
12
月
に「
1
0
0
分
de
名
著
」と
い
う
テ

レ
ビ
番
組
で『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』を
取
り
上
げ
た

と
こ
ろ
、
全
4
回
の
う
ち
2
回
が
視
聴
率
1
％
を
超
え

ま
し
た
。
1
％
は
約
1
0
0
万
人
で
、
N
H
K
で
も
驚

く
べ
き
こ
と
だ
っ
た
ら
し
い
で
す
。
や
は
り
人
々
は
、潜

在
的
に
は
文
学
を
求
め
る
気
持
ち
は
あ
る
と
思
う
ん
で

す
よ
ね
。
た
だ
し
、
番
組
を
見
た
人
た
ち
が
原
作
を
読

ん
で
い
る
か
と
い
う
と
、
90
％
以
上
の
人
々
は
読
ん
で
い

な
い
。
し
か
し
、か
り
に
こ
れ
が
1
％
で
も
ま
だ
希
望
は

あ
る
か
な
と
。
た
だ
少
し
弱
音
を
吐
く
と
、こ
の
14
、
5

年
間
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
翻
訳
に
関
わ
り
、四
大
長
編

（『
罪
と
罰
』『
悪
霊
』『
白
痴
』『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』）

を
訳
し
終
え
て
、現
在
は『
未
成
年
』を
翻
訳
し
て
い
ま

す
が
、「
こ
れ
は
一
体
、誰
が
読
む
の
だ
ろ
う
か
」と
無
力

感
に
駆
ら
れ
て
い
ま
す
。
全
然
読
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
と

思
い
つ
つ
、膨
大
な
時
間
を
か
け
て
い
る
訳
で
す
。

菅
野
▼

こ
れ
ま
で
翻
訳
な
さ
っ
て
、
驚
く
べ
き
部
数
が
出

た
本
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。
そ
の
経
験
が
お
あ
り
に
な
っ

て
も
、そ
の
よ
う
な
不
安
を
感
じ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

亀
山
▼

は
い
。
次
の『
未
成
年
』は
実
際
に
5
0
0
人
も

読
者
が
い
る
だ
ろ
う
か
と
い
っ
た
気
持
ち
で
す
。

菅
野
▼

1
0
0
万
部
と
い
う
の
は『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
』で

す
か
。

亀
山
▼

は
い
、全
5
巻
で
1
2
0
万
部
。

菅
野
▼

そ
れ
は
率
直
に
言
っ
て
、恐
る
べ
き
数
字
で
す
ね
。

本
邦
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
』初
訳
は
ど
な
た
に
な
り
ま
す
か
。

亀
山
▼

1
9
1
7
年
の
米
川
さ
ん
で
す
。

菅
野
▼

亀
山
さ
ん
の『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
』は
何
番
目
ぐ
ら

い
に
な
り
ま
す
か
。

亀
山
▼

厳
密
に
数
え
る
と
、つ
ま
り
ロ
シ
ア
語
か
ら
翻
訳

さ
れ
た
も
の
と
し
て
は
8
番
目
だ
と
思
い
ま
す
。

菅
野
▼

米
川
さ
ん
の
前
に
、英
訳
か
ら
の
重
訳
は
あ
り
ま

し
た
か
。

亀
山
▼『
罪
と
罰
』の
重
訳
は
あ
り
ま
す
が
、『
カ
ラ
マ
ー

ゾ
フ
』は
な
い
と
思
い
ま
す
。
米
川
さ
ん
も
英
語
は
で
き

た
は
ず
な
の
で
、ガ
ー
ネ
ッ
ト
の
英
訳
を
参
照
し
た
の
で

は
と
思
わ
れ
る
節
が
あ
る
の
で
す
が
。

菅
野
▼

内
田
魯
庵
以
来
の『
罪
と
罰
』の
方
が
、
翻
訳
本

が
多
い
の
で
し
ょ
う
か
。

亀
山
▼

十
数
種
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

に
つ
い
て
は
日
本
の
読
者
は
本
当
に
ラ
ッ
キ
ー
で
、ロ
シ

ア
人
は
原
語
の
1
つ
で
し
か
読
め
ま
せ
ん
が
、日
本
人
は

十
数
種
で
読
め
る
の
で
幸
せ
な
国
民
だ
と
思
い
ま
す
。

ふ
わ
っ
と
入
っ
て
い
け
る
小
説
世
界

菅
野
▼

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
、
当
時
の
精
神
医
学
な
ど

に
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
父
親
は
医
者
だ

そ
う
で
す
が
、ど
う
い
う
種
類
の
医
者
で
し
た
か
。

亀
山
▼

専
門
は
存
じ
ま
せ
ん
が
、モ
ス
ク
ワ
医
科
大
学
の

出
身
で
す
。
野
戦
病
院
で
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
に
よ
る
累
々

た
る
死
体
を
見
て
、ニ
ヒ
リ
ス
ト
に
陥
っ
た
の
で
し
ょ
う

ね
。
医
者
を
辞
め
て
、地
主
生
活
に
入
り
ま
し
た
。
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
ド
イ
ツ
語
が
読
め
ま
し
た
の
で
、精
神

医
学
の
本
は
読
ん
で
い
ま
す
ね
。
む
ろ
ん
、刑
法
関
連
の

本
も
読
ん
で
い
ま
し
た
。

菅
野
▼『
罪
と
罰
』の
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
ヒ
ポ
コ
ン
ド

リ
ー
だ
と
出
て
き
ま
す
ね
。
そ
の
辺
り
で
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
と
精
神
医
学
に
つ
い
て
少
し
気
に
な
っ
て
い
ま

し
た
。

亀
山
▼

菅
野
先
生
は『
憂
鬱
の
文
学
史
』の
中
で
、ヒ
ポ

コ
ン
ド
リ
ー
を
鬱
の
重
い
段
階
だ
と
書
い
て
お
ら
れ
ま

す
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
精
神
的
な
病
を
ふ
た
つ
に

分
け
て
い
る
よ
う
で
、ひ
と
つ
は
ア
ル
コ
ー
ル
か
ら
く
る

精
神
の
病
、
あ
と
は
現
代
の
鬱
の
よ

う
な
も
の
で
す
。『
悪
霊
』の
ス
タ
ヴ

ロ
ー
キ
ン
や
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄

弟
』の
イ
ワ
ン・
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
な
ど

は
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
に
よ
る「
ベ
ー
ラ

ヤ
・ガ
リ
ャ
ー
チ
カ
」と
い
う
、一
種
の

精
神
錯
乱
的
な
も
の
を
指
す
場
合
が

多
い
で
す
。
比
べ
る
と
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ

コ
フ
は
、先
生
が
お
書
き
に
な
っ
た
よ

う
に
ア
ル
コ
ー
ル
は
結
構
弱
そ
う
に

見
え
ま
す
。
物
語
の
冒
頭
で
、
彼
が

少
し
ウ
ォ
ッ
カ
を
飲
ん
だ
だ
け
で
バ

タ
ン
と
倒
れ
て
悪
夢
を
見
る
く
ら
い

で
す
か
ら
、ア
ル
コ
ー
ル
性
で
な
い
と

い
う
意
味
で「
心
気
症
」と
訳
し
て

い
ま
す
。
ち
な
み
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
自
身
は
癲て

ん

癇か
ん

で

し
た
。
癲
癇
の
発
作
の
前
駆
症
状
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

鬱
的
な
状
態
も
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
テ
ー
マ
に
し
て
い

て
、『
白
痴
』に
は
そ
れ
が
頻
繁
に
登
場
し
ま
す
。
ま
た
、

彼
の
小
説
に
は「
体
が
震
え
る
」、「
倒
れ
る
」な
ど
少
々

大
袈
裟
に
思
え
る
描
写
が
あ
り
ま
す
。
今
ま
で
、
例
え

ば「
ぶ
る
ぶ
る
震
え
な
が
ら
話
し
た
」の
よ
う
に
、身
体

の
動
き
を
通
し
て
心
理
状
態
を
読
者
に
伝
え
る
文
学
的

手
法
だ
と
捉
え
て
い
ま
し
た
が
、
最
近
は
19
世
紀
の
人

間
の
身
体
感
覚
に
着
目
し
て
考
え
を
変
え
ま
し
た
。
例

え
ば
雷
が
鳴
っ
て
犬
が
ぶ
る
ぶ
る
と
震
え
る
よ
う
な
動

物
的
な
感
覚
、こ
れ
が
19
世
紀
の
中
ご
ろ
ま
で
は
生
き

て
い
て
、外
部
世
界
と
人
間
が
皮
膚
感
覚
的
に
繋
が
っ
て

い
る
―
そ
の
中
か
ら
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
文
学
が
生

ま
れ
た
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
の
世
代
は
感
性
的
に
か
な

り
す
り
切
れ
て
い
る
の
で
、少
々
の
こ
と
で
は
驚
い
た
り

震
え
た
り
は
し
ま
せ
ん
が
、逆
に
今
の
若
い
世
代
の
中
に

は
、
19
世
紀
の
小
説
の
登
場
人
物
の
よ
う
に
本
当
に
繊

細
で
脆
弱
な
感
覚
で
生
き
て
い
る
人
が
増
え
て
い
る
気

が
し
ま
す
。
そ
れ
も
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
病
的
な
登
場

人
物
が
現
代
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
証
し
な
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

菅
野
▼

当
時
の
ロ
シ
ア
で
は
、
農
奴
は
解
放
さ
れ
た
が
実

態
は
残
っ
て
い
ま
し
た
。
宗
教
的
な
問
題
が
あ
り
、革
命

的
な
思
想
が
育
つ
よ
う
な
、
非
常
に
混
沌
と
し
た
世
界

だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
歴
史
的
な
土
壌
や
宗

教
な
ど
も
絡
め
た
背
景
を
抜
き
に
し
て
も
、ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
は
読
め
る
。
そ
れ
が
偉
大
な
小
説
家
で
あ
る
ひ

と
つ
の
証
し
の
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
僕
の
若
い
頃
の
読

み
方
は
全
く
そ
う
で
し
た
。
そ
れ
が
何
故
な
の
か
、ど
う

も
自
分
な
り
に
上
手
い
答
え
が
出
て
こ
な
い
の
で
す
が
。

亀
山
▼

私
の
最
初
の
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
経
験
は
15
歳
で

す
が
、そ
う
い
っ
た
背
景
が
一
切
分
か
ら
な
く
て
も
全
て

が
現
実
と
し
て
す
っ
と
入
っ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
恐
ら

く
、ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
の
書
き
方
に
も
関
係
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
以
前
、加
賀
乙
彦
さ
ん
と
菅
野
さ

ん
の
対
談（「
戦
争
・
歴
史
・
文
学
」
2
0
0
1
年
）の
中

で
、加
賀
さ
ん
が
ご
自
身
を
ト
ル
ス
ト
イ
的
な
作
家
、つ

ま
り
開
か
れ
た
作
家
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
ト
ル
ス

ト
イ
は
年
号
や
事
件
を
詳
細
に
書
き
ま
す
が
、ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
は
具
体
的
な
時
間
や
年
号
に
対
す
る
こ
だ
わ

り
を
持
た
ず
、逆
に
そ
れ
を
隠
そ
う
と
ぼ
か
す
の
で
、読

者
に
具
体
的
事
物
に
対
す
る
期
待
感
を
与
え
ま
せ
ん
。

む
し
ろ
全
体
的
な
体
験
と
し
て
、ふ
わ
っ
と
入
っ
て
い
け

る
よ
う
に
小
説
世
界
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
書
き

方
の
曖
昧
さ
、あ
る
い
は
曖
昧
さ
を
好
む
彼
の
精
神
性
に

は
非
常
に
深
い
問
題
が
関
わ
っ
て
い
て
、自
伝
的
な
側
面

と
、彼
の
政
治
的
な
経
験
―
自
身
が
一
旦
は
死
刑
判
決

を
受
け
、常
に
国
家
か
ら
全
て
の
手
紙
、書
簡
、作
品
を

監
視
さ
れ
る
状
況
で
生
き
る
現
実
―
も
あ
る
の
で
、何

か
具
体
的
な
事
柄
を
書
く
と
検
閲
の
目
を
引
き
か
ね
ず
、

い
か
に
検
閲
を
煙
に
巻
く
か
の
関
心
か
ら
、逆
に
小
説
全

体
が
も
わ
っ
と
し
た
つ
く
り
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。
そ
れ
で
い
て
、登
場
人
物
が
興
奮
す
る
場
面
を
描
く

と
な
る
と
逆
に
細
部
が
も
の
凄
く
盛
り
上
が
っ
て
、い
わ

ゆ
る
歴
史
的
な
具
体
性
な
ど
ど
う
で
も
よ
く
な
る
、そ

う
い
う
書
き
方
が
、読
み
手
に
影
響
し
て
い
る
の
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。

『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
』の
読
み
方

菅
野
▼

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
は
、
小
説
の
中
の
哲

学
的
な
問
題
、あ
る
い
は
形
而
上
学
的
な
問
題
だ
け
を

抜
き
取
っ
て
も
、恐
ら
く
読
め
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い

ま
す
。
ス
タ
ン
ダ
ー
ル﹇
＊
1
﹈は「
明
快
で
な
け
れ
ば
、私

の
世
界
は
崩
壊
す
る
」と
言
い
ま
し
た
が
、そ
れ
と
対
極

的
に「
明
快
で
あ
っ
た
ら
、私
の
世
界
は
成
り
立
た
な
い
」

の
が
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

亀
山
▼

そ
れ
ぞ
れ
の
登
場
人
物
が
理
念
を
背
負
っ
て
い
ま

す
が
、明
晰
か
つ
確
固
と
し
た
理
念
を
持
つ
人
は
殆
ど
い

な
い
よ
う
に
思
え
ま
す
。『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
』の
イ
ワ
ン・

カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
が
恐
ら
く
全
小
説
の
中
で
唯
一
、明
晰
な

理
念
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、明
晰
で
あ
っ
て
も
矛
盾
だ
ら

け
で
す
。
思
想
そ
の
も
の
は
明
確
に
見
え
て
も
、人
間
と

思
想
と
の
間
の
も
の
凄
い
分
裂
を
抱
え
て
お
り
、そ
う
い

う
人
間
的
な
部
分
の
肉
付
け
が
非
常
に
豊
か
な
の
で
、

上
の
部
分
の
思
想
の
対
決
と
し
て
も
読
め
る
し
、思
想
を

裏
切
る
生
々
し
い
人
間
同
士
の
対
決
と
し
て
も
読
め
る
。

私
は
む
し
ろ
、こ
れ
ら
の
思
想
を
抱
い
て
い
る
人
間
の
下

半
身
と
い
う
か
身
体
的
な
部
分
に
惹
か
れ
ま
す
。『
カ
ラ

マ
ー
ゾ
フ
』の
凄
い
と
こ
ろ
は
、ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
は
修
道
僧

な
の
で
ロ
シ
ア
正
教
的
な
理
念
を
体
現
し
て
い
ま
す
が
、

内
面
は
結
構
矛
盾
だ
ら
け
で
す
し
、イ
ワ
ン
も
完
全
に
フ

リ
ー
メ
イ
ソ
ン
的
、社
会
主
義
的
な
考
え
を
持
ち
な
が
ら

も
、矛
盾
だ
ら
け
な
行
動
を
晒
し
て
い
く
よ
う
な
、そ
の

断
絶
の
描
き
方
で
す
。

菅
野
▼

そ
う
い
っ
た
断
絶
が「
大
審
問
官
」に
あ
ら
わ
れ

て
い
ま
す
が
、よ
く
分
ら
な
い
部
分
で
も
あ
り
ま
す
。

亀
山
▼「
大
審
問
官
」の
章
で
は「
精
神
の
自
由
か
、パ
ン

の
自
由
か
」の
明
晰
な
対
立
が
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
の

「
プ
ロ
と
コ
ン
ト
ラ
」の
章
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
﹇
＊
2
﹈的
な

世
界
観
と
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル﹇
＊
3
﹈的
な
世
界
観
の
対
決
が

あ
る
こ
と
で
、対
を
な
し
て
い
ま
す
。
例
え
ば
イ
ワ
ン
は

大
審
問
官
を
肯
定
し
、ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
を
肯
定
し
て
、天

上
的
で
予
定
調
和
的
な
も
の
全
て
を
否
定
し
よ
う
と
し

ま
す
。
ヴ
ォ
ル
テ
ー
ル
的
な
思
想
で
正
義
感
ぶ
っ
た
こ
と

を
言
い
つ
つ
、自
身
が
父
の
死
を
願
望
し
、父
の
死
を
そ

そ
の
か
し
、な
お
か
つ
使し

嗾そ
う

す
る
行
為
に
対
し
て
は
完
全

に
無
意
識
だ
と
い
う
、そ
う
い
う
明
晰
な
部
分
と
完
全

に
無
意
識
の
部
分
と
が
連
続
す
る
。
こ
こ
に
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
の
凄
さ
が
あ
る
気
が
し
ま
す
。

菅
野
▼『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
』を
最
初
に
読
ん
で
不
思
議
だ
っ
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［＊9 ］ モーリス・バレス（1862–1923）フランスの小説家、社会

主義者
［＊10 ］ ピエール・ジョゼフ・プルードン（1809 – 65）フランスの

社会主義者、無政府主義者
［＊11 ］ アンドレ・ジッド（1869 –1951）フランスの小説家
［＊12］ ニコライ・ゴーゴリ（1809 – 52）ロシアの小説家、劇作家

ドストエフスキー 『賭博者』 
2019年  光文社

『新カラマーゾフの兄弟』上下巻 
2015年  河出書房新社

『ショスタコーヴィチ  引き裂かれた栄光』 
2018年  岩波書店

亀山郁夫（かめやま・いくお）

ロシア文学者。名古屋外国語大学学長、東

京外国語大学名誉教授。1949年栃木県生

まれ。東京外国語大学外国語学部卒業、東

京大学大学院人文科学研究科博士課程単

位取得退学。『破滅のマヤコフスキー』（98

年）で木村彰一賞、『磔のロシア－スターリ

ンと芸術家たち』（2002年）で大佛次郎賞、ド

ストエフスキー『カラマーゾフの兄弟』全 5巻

（06– 07年）で毎日出版文化賞特別賞とプーシ

キン賞、『謎とき「悪霊」』（12年）で読売文学

賞を受賞。著書に『ドストエフスキー  父殺し

の文学』『新カラマーゾフの兄弟』、訳書にドス

トエフスキー『罪と罰』『悪霊』ほか多数。

2
0
1
9
年
末
に
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
長
編

小
説
『
賭
博
者
』を
光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
よ

り
刊
行
。
同
社
既
刊
の
訳
書
で
は
ミ
リ
オ
ン
セ

ラ
ー
を
記
録
す
る
ほ
か
、
2
0
2
1
年
の
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
生
誕
2
0
0
年
を
控
え
て
活
躍

の
場
を
広
げ
る
亀
山
郁
夫
さ
ん
を
お
迎
え
し
、

当
館
館
長
が
お
話
を
伺
い
ま
し
た
。

＊「
世
田
谷
文
学
館
ニ
ュ
ー
ス
」
74
号
再
録
記
事
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た
の
は
、
3
兄
弟
の
ド
ミ
ー
ト
リ
イ
、イ
ワ
ン
、ア
リ
ョ
ー

シ
ャ
の
違
い
で
す
。
素
朴
な
リ
ア
リ
ズ
ム
で
考
え
る
と
、

兄
弟
が
こ
れ
ほ
ど
違
う
こ
と
が
あ
る
の
か
と
考
え
ま
し

た
。
そ
れ
は
、ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
百
も
承
知
で
書
い

て
い
る
の
で
し
ょ
う
ね
。

亀
山
▼

は
い
、百
も
承
知
で
、し
か
も
戦
略
的
に
彼
ら
を
描

き
ま
し
た
。
何
よ
り
も
母
親
の
問
題
で
す
。
ド
ミ
ー
ト
リ

イ
の
母
親
と
、ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
と
イ
ワ
ン
の
母
親
は
別
人
で

す
。
ア
リ
ョ
ー
シ
ャ
と
イ
ワ
ン
は「
大
審
問
官
」あ
る
い
は

「
プ
ロ
と
コ
ン
ト
ラ
」の
場
面
で
対
立
し
ま
す
が
、ド
ミ
ー

ト
リ
イ
は
ふ
た
り
の
対
立
と
殆
ど
関
係
な
い
と
こ
ろ
に
い

ま
す
。『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
』の
翻
訳
を
し
て
、彼
が
母
親
の

存
在
を
変
え
た
の
は
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
分
か
り
ま
し

た
。
さ
ら
に
ス
メ
ル
ジ
ャ
コ
フ
も
母
親

が
違
う
の
で
、
4
人
兄
弟
が
い
て
、母

親
が
3
人
い
る
の
で
す
。
1
、
2
、
1

と
い
う
形
で
す
ね
。
彼
ら
の
性
格
の

開
き
を
、あ
る
程
度
は
母
親
の
違
い
で

説
明
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

菅
野
▼

バ
フ
チ
ン
﹇
＊
4
﹈は
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
論「
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
詩

学
」で
、
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー（
多
声
音
楽
）

あ
る
い
は
カ
ー
ニ
バ
ル
的
な
面
か
ら

あ
る
種
、
画
期
的
な
ド
ス
ト
エ
フ
ス

キ
ー
理
解
を
提
示
し
ま
し
た
が
、こ
の

影
響
は
今
も
大
き
い
の
で
し
ょ
う
か
。

亀
山
▼

バ
フ
チ
ン
が
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
概

念
を
導
き
出
す
に
あ
た
っ
て
は
、レ
オ

ニ
ー
ド
・
グ
ロ
ス
マ
ン﹇
＊
5
﹈の
よ
う
な

先
達
が
い
ま
す
。
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
は
ロ

シ
ア
語
で
ム
ノ
ガ
ゴ
ロ
ー
シ
エ
と
い
う

の
で
す
が
、ム
ノ
ガ
は「
多
い
」、ゴ
ロ
ー

シ
エ
は「
声
」と
、
ま
さ
に
多
声
性
と

い
う
言
葉
で
す
。
カ
ー
ニ
バ
ル
的
な
世

界
感
覚
に
つ
い
て
は
、バ
フ
チ
ン
が
ラ

ブ
レ
ー﹇
＊
6
﹈の
世
界
に
通
じ
る「
奪

冠
」、ロ
シ
ア
語
で
ラ
ズ
ベ
ン
チ
ャ
ー
ニ

エ
で
す
が
、階
級
的
な
も
の
の
錯
倒
や

逆
倒
の
あ
る
世
界
性
に
注
目
し
た
の

は
画
期
的
で
、私
も
大
学
時
代
に
読
ん
で
シ
ョ
ッ
ク
を
受

け
ま
し
た
。
あ
れ
か
ら
80
年
以
上
が
経
ち
ま
し
た
が
、

今
も
バ
フ
チ
ン
的
な
思
考
か
ら
出
発
し
て
い
る
研
究
者

は
多
い
で
す
。
し
か
し
、バ
フ
チ
ン
的
な
読
み
方
に
こ
だ

わ
る
と
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
テ
キ
ス
ト
の
意
味
を
狭

め
る
こ
と
は
あ
れ
、豊
饒
な
テ
キ
ス
ト
と
し
て
我
々
を
開

放
し
て
い
き
ま
せ
ん
。
江
川
卓
先
生
の『
謎
と
き「
罪
と

罰
」』で
、江
川
さ
ん
は
徹
底
し
て
テ
キ
ス
ト
の
デ
ィ
テ
ー

ル
と
起
源
に
こ
だ
わ
る
読
み
方
を
し
ま
し
た
。
ナ
ラ
テ
ィ

ブ
の
問
題
や
、
構
造
か
ら
離
れ
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が

要
所
で
使
用
す
る
謎
め
い
た
モ
チ
ー
フ
や
暗
示
の
意
味

を
問
い
な
が
ら
、全
体
の
謎
を
解
こ
う
と
し
た
。
そ
こ
で

見
え
た
の
が
、ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
曖
昧
さ
を
好
む
こ

と
、つ
ま
り
、
自
分
を
隠
し
た
い
欲
求
と
、出
し
た
い
欲

求
が
交
差
す
る
葛
藤
の
中
で
、小
説
に「
謎
か
け
」が
出

て
く
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の「
謎
」は
表
立
っ
て
は

言
え
な
い
こ
と
、検
閲
や
実
在
の
人
物
に
関
わ
る
差
し
障

り
の
こ
と
で
す
が
、し
か
し「
こ
れ
を
出
さ
な
い
と
自
分

の
文
学
と
は
言
え
な
い
」と
い
う
、ぎ
り
ぎ
り
の
私
的
な

問
題
と
社
会
的
な
タ
ブ
ー
の
問
題
が
絡
ま
っ
て
い
ま
す
。

私
は「
謎
か
け
は
全
部
、自
伝
的
な
も
の
に
関
係
し
て
い

る
」と
の
立
場
を
取
っ
て
い
ま
す
。
江
川
さ
ん
は
そ
れ
を
、

同
時
代
の
社
会
や
文
化
、
宗
教
と
の
関
係
の
中
で
考
え

ま
し
た
が
、私
は
彼
の
自
伝
的
な
部
分
に
関
心
を
持
っ
て

い
き
、「
自
分
自
身
を
隠
す
作
家
と
し
て
の
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
」の
視
点
か
ら
謎
解
き
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る

ん
で
す
。

菅
野
▼

バ
フ
チ
ン
的
な
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
読
み
方
を
す
る

と
、ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
方
法
的
に
読
む
方
向
に
傾
い

て
し
ま
う
で
し
ょ
う
ね
。
バ
フ
チ
ン
の
理
論
そ
の
も
の
は

評
価
す
べ
き
も
の
だ
け
れ
ど
、そ
の
亜
流
に
な
る
と
色
々

と
問
題
が
起
こ
っ
て
く
る
こ
と
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

亀
山
▼

私
は
も
っ
と
、
人
間
の
生
命
の
リ
ア
ル
な
側
面
に

迫
っ
て
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
読
解
し
た
い
と
念
じ
て
い

る
の
で
す
が
、
新
し
い
展
開
が
あ
っ
て
も
そ
れ
が
全
部
、

解
読
格
子
と
い
う
か
、バ
フ
チ
ン
の
書
い
た
格
子
の
中
に

お
さ
ま
っ
て
し
ま
う
の
が
残
念
な
気
が
し
ま
す
。
そ
れ

に
、ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
性
に
対
す
る
モ

ノ
ロ
ー
グ
性
と
い
っ
た
部
分
も
し
っ
か
り
と
見
て
い
か
な

い
と
、彼
の
文
学
の
本
当
の
生
命
力
が
蔑
ろ
に
さ
れ
て
し

ま
う
と
の
思
い
が
あ
る
の
で
、バ
フ
チ
ン
の「
バ
」っ
て
見

る
だ
け
で
引
い
て
し
ま
う
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。

ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
よ
う
に
う
ん
ざ
り
し
て
作
家
に

菅
野
▼

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
人
生
は
、い
わ
ば
波
乱
万

丈
で
す
よ
ね
。

亀
山
▼

そ
う
で
す
ね
。
父
が
死
ん
だ
と
き
の
経
験
、自
身

が
死
刑
判
決
を
受
け
た
と
き
の
経
験
、ル
ー
レ
ッ
ト
の
経

験
、あ
る
い
は
最
初
の
奥
さ
ん
と
の
間
に
あ
っ
た
ド
ラ
マ

チ
ッ
ク
な
出
来
事
な
ど
、色
々
あ
り
ま
す
ね
。
セ
ミ
パ
ラ

チ
ン
ス
ク
と
い
う
中
国
に
近
い
町
の
国
境
警
備
隊
員
に

な
っ
た
り
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
端
ま
で
行
っ
た
り
、あ
り
と

あ
ら
ゆ
る
場
所
を
動
き
回
っ
て
い
る
の
で
、そ
れ
ら
の
無

数
の
経
験
の
中
か
ら
、彼
は
自
分
の
文
学
の
ディ
テ
ー
ル

と
し
て
重
要
な
も
の
を
拾
い
上
げ
て
き
て
い
る
と
思
い

ま
す
。

菅
野
▼

最
初
、工
兵
で
任
官
し
た
軍
隊
経
験
が
あ
り
ま
す

ね
。
当
時
は
簡
単
に
辞
め
ら
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。

亀
山
▼

陸
軍
工
兵
学
校
で
す
ね
。
驚
く
ほ
ど
あ
っ
さ
り
と

辞
め
ち
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
文
学
の
引
力
が
強

か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。「
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
よ
う
に

う
ん
ざ
り
し
て
」と
書
い
て
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
。

菅
野
▼

作
家
に
な
っ
て
か
ら
、死
刑
直
前
で
助
か
り
ま
す
。

も
し
特
赦
が
遅
れ
た
ら
命
を
落
と
し
た
訳
で
す
が
、知
ら

せ
が
届
い
た
タ
イ
ミ
ン
グ
は
分
か
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

亀
山
▼

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
死
刑
に
な
る
現
場
を
模
写

し
た
絵
が
残
さ
れ
て
い
て
、兵
士
た
ち
が
杭
に
立
た
さ
れ

た
3
人
に
狙
い
を
定
め
た
と
こ
ろ
に
皇
帝
の
伝
令
が
来

て
、馬
上
で
書
状
を
読
み
上
げ
る
場
面
が
描
か
れ
て
い
ま

す
。
こ
れ
が
事
実
で
あ
れ
ば
、ま
さ
に
殆
ど
同
時
な
の
で

す
が
、時
間
的
な
タ
イ
ミ
ン
グ
は
分
か
ら
な
い
で
す
。
回

想
や『
白
痴
』に
描
か
れ
た
ディ
テ
ー
ル
か
ら
読
み
取
る

と
、彼
自
身
は
ど
こ
ま
で
知
っ
て
い
た
の
か
分
か
り
ま
せ

ん
が
、一
種
の
茶
番
が
事
前
に
仕
組
ま
れ
て
い
て
、撃
ち

手
も
伝
令
が
来
る
の
を
待
っ
て
い
た
よ
う
で
す
。

菅
野
▼

ベ
リ
ン
ス
キ
ー﹇
＊
7
﹈「
ゴ
ー
ゴ
リ
へ
の
手
紙
」が
死

刑
の
理
由
で
す
ね
。
全
文
を
読
ん
だ
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、当
時
の
取
り
締
ま
り
は
そ
れ
ほ
ど
に
厳
し
か
っ
た

と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

亀
山
▼

死
刑
判
決
が
下
る
の
が
1
8
4
9
年
12
月
21
日

で
す
が
、軍
法
会
議
で
の
最
終
決
定
は
19
日
で
、こ
の
時

点
で
彼
へ
の
恩
赦
は
既
に
出
て
い
ま
し
た
。
私
も
書
か

れ
た
内
容
が
死
刑
に
値
す
る
の
か
客
観
的
な
疑
問
を
抱

き
ま
し
た
が
、作
家
自
身
、ベ
リ
ン
ス
キ
ー
の「
ゴ
ー
ゴ
リ

に
宛
て
た
手
紙
」を
読
ん
だ
行
為
に
対
し
て
、あ
る
根
本

的
な
罪
の
意
識
を
抱
い
た
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
い
ま

す
。
私
の
仮
説
で
す
と
、こ
れ
は
父
の
死
の
問
題
と
絡
む

側
面
が
あ
っ
て
、『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』の
テ
ー
マ
設

定
に
も
繋
が
り
ま
す
が
、
無
意
識
的
な
父
の
死
の
願
望

に
対
す
る
自
罰
的
な
思
い
が
あ
り
ま

す
。「
ゴ
ー
ゴ
リ
に
宛
て
た
手
紙
」は

教
会
を
否
定
し
て
い
る
の
で
、明
ら
か

に
帝
政
ロ
シ
ア
を
否
定
し
て
い
ま
す
。

帝
政
ロ
シ
ア
の
否
定
は
、
皇
帝
殺
し

―
皇
帝
の
死
を
願
望
す
る
こ
と
に

繋
が
り
、一
度
罪
状
を
突
き
つ
け
ら
れ

る
と
罪
の
意
識
は
高
ま
り
ま
す
か
ら
、

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
自
分
の
行
為

の
重
さ
を
深
く
、ひ
そ
か
に
経
験
し
て

い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

菅
野
▼

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
生
涯
つ

き
ま
と
う
、重
い
体
験
に
な
っ
た
の
で

す
ね
。

亀
山
▼

決
定
的
な
意
味
を
持
っ
た
―

恐
怖
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

フ
ラ
ン
ス・コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

菅
野
▼

ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
と
ナ
ポ
レ
オ

ン
主
義
に
つ
い
て
伺
い
ま
す
。
フ
ラ
ン

ス
で
は
、ナ
ポ
レ
オ
ン
は
自
国
の
英
雄

で
す
か
ら
、ロ
マ
ン
派
の
作
家
な
ど
は

皆
と
に
か
く
ナ
ポ
レ
オ
ン
崇
拝
者
で

あ
り
、
19
世
紀
後
半
に
な
っ
て
も
、ナ

ポ
レ
オ
ン
三
世
の
帝
政
に
反
対
し
な
が
ら
も
ナ
ポ
レ
オ
ン

一
世
は
崇
拝
す
る「
ナ
ポ
レ
オ
ン
神
話
」が
長
く
続
き
ま

す
。『
罪
と
罰
』の
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
、ナ
ポ
レ
オ
ン
の

よ
う
な
ヒ
ロ
イ
ズ
ム
に
後
押
し
さ
れ
る
よ
う
に
描
か
れ
て

い
ま
す
が
、あ
の
時
代
に
ロ
シ
ア
で
も
ナ
ポ
レ
オ
ン
崇
拝

の
よ
う
な
空
気
は
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

亀
山
▼

プ
ー
シ
キ
ン﹇
＊
8
﹈の
時
代
か
ら
既
に
あ
り
ま
し

た
。
例
え
ば
彼
の『
ス
ペ
ー
ド
の
女
王
』の
主
人
公
ゲ
ル

マ
ン
は
、ナ
ポ
レ
オ
ン
主
義
に
か
ぶ
れ
な
が
ら
理
想
と
現

実
に
引
き
裂
か
れ
て
賭
博
に
走
る
人
物
で
す
。
現
実
と

理
想
の
落
差
で
も
だ
え
苦
し
む
知
識
層
に
こ
の
テ
ー
マ

が
芽
生
え
ま
し
た
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
ナ
ポ
レ
オ

ン
主
義
に
着
目
し
た
の
は
、
当
時
ル
イ
＝
ナ
ポ
レ
オ
ン
に

よ
る
シ
ー
ザ
ー
の
伝
記
が
ロ
シ
ア
の
読
者
に
広
く
読
ま

れ
て
い
た
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
か
ら
、ス
タ
ン

ダ
ー
ル
の『
赤
と
黒
』の
ジュ
リ
ア
ン・ソ
レ
ル
も
、ナ
ポ
レ

オ
ン
主
義
的
な
側
面
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。

菅
野
▼

そ
う
で
す
ね
。

亀
山
▼

確
か
1
8
7
4
年
に『
赤
と
黒
』の
翻
訳
が
出
る

の
で
す
が
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
語
が
読
め

ま
し
た
の
で
、既
に『
赤
と
黒
』の
存
在
は
知
っ
て
い
て
、

『
罪
と
罰
』と『
赤
と
黒
』の
比
較
研
究
に
よ
っ
て
も
、両

者
が
似
て
い
る
こ
と
が
よ
く
言
わ
れ
た
り
し
ま
す
。『
赤

と
黒
』の
訳
者
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
が
49
年
に
死
刑

宣
告
を
受
け
た
と
き
の
仲
間
で
す
。
フ
ラ
ン
ス
文
学
と

の
接
点
と
い
う
こ
と
で
、ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
を
読
ん
で

も
面
白
い
で
す
。『
白
痴
』の
ナ
ス
タ
ー
シ
ャ・
フィ
リ
ッ
ポ

ヴ
ナ
が
、
死
ぬ
直
前
に
読
ん
で
い
る
の
が
、フ
ロ
ー
ベ
ー

ル
の『
ボ
ヴ
ァ
リ
ー
夫
人
』な
ん
で
す
ね
。
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
は
9
度
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
旅
し
て
い
て
、『
賭
博

者
』は
そ
ん
な
彼
の
フ
ラ
ン
ス・コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
が
も
ろ

に
出
て
い
て
痛
快
で
す
。

菅
野
▼

モ
ー
リ
ス
・
バ
レ
ス﹇
＊
9
﹈は
ナ
ポ
レ
オ
ン
を
人
間

の
活
動
力
、エ
ネ
ル
ギ
ー
の
教
師
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

も
し
、
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
が
ナ
ポ
レ
オ
ン
主
義
で
あ
る

な
ら
ば
、生
命
力
と
か
活
動
力
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
ナ

ポ
レ
オ
ン
を
考
え
た
の
で
し
ょ
う
か
。

亀
山
▼

逆
の
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。
あ
る
時
期
か
ら
、一
種

の
根
源
、悪
の
発
現
と
し
て
見
て
い
た
と
思
い
ま
す
。
ち

な
み
に
ラ
ス
コ
ー
リ
ニ
コ
フ
は
セ
リ
フ
の
あ
ち
こ
ち
で
プ

ル
ー
ド
ン﹇
＊
10
﹈の
引
用
を
口
走
り
ま
す
。
と
い
う
こ
と

は
、ナ
ポ
レ
オ
ン
主
義
と
い
う
よ
り
、ど
う
も
ア
ナ
キ
ズ

ム
的
な
考
え
が
根
底
に
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
ユ
ー
モ
ア

菅
野
▼

こ
こ
で
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
ユ
ー
モ
ア
に
つ
い
て

伺
い
た
い
の
で
す
が
、僕
は
戦
後
に
米
川
訳
で『
ス
テ
パ

ン
チ
コ
ヴ
ォ
村
と
そ
の
住
人
』を
読
ん
で
、そ
れ
ま
で
の

先
入
観
が
変
わ
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
ド
ス
ト
エ
フ

ス
キ
ー
は
暗
い
文
学
空
間
に
固
執
す
る
作
家
だ
と
ば
か

り
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
、違
う
側
面
も
あ
る
の
だ
な
と

感
じ
ま
し
た
。

亀
山
▼『
ス
テ
パ
ン
チ
コ
ヴ
ォ
』は
中
期
の
代
表
作
と
い
え

る
素
晴
ら
し
い
作
品
で
す
。
フ
ァ
マ
ー
・
オ
ピ
ー
ス
キ
ン

な
ど
の
道
化
的
な
人
物
が
登
場
し
て
、ま
さ
に
バ
フ
チ
ン

の
カ
ー
ニ
バ
ル
的
な
転
換
を
体
現
す
る
の
で
す
が
、彼
の

そ
う
い
う
ユ
ー
モ
ア
の
感
覚
は
抜
群
で
す
。
喜
劇
的
な

側
面
で
の
評
価
も
高
く
、モ
ス
ク
ワ
や
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
の

劇
場
で
は
必
ず
ど
こ
か
で『
ス
テ
パ
ン
チ
コ
ヴ
ォ
』を
上

演
し
て
い
ま
す
。
初
期
の
作
品
に
は
ど
こ
か
猛
烈
に
え

げ
つ
な
い
ユ
ー
モ
ア
が
あ
っ
て
、
例
え
ば
コ
キ
ュ
と
い
う

寝
取
ら
れ
亭
主
の
テ
ー
マ
を
書
き
ま
し
た
が
、ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
は
完
全
に
外
部
の
観
客
と
し
て
、深
刻
な
問
題

を
笑
い
飛
ば
し
て
い
く
よ
う
な
残
酷
な
目
を
持
っ
て
い

ま
す
。『
鰐
』の
よ
う
な
作
品
で
も
、え
げ
つ
な
い
ま
で
に

残
酷
で
、
共
感
力
を
完
全
に
切
り
捨
て
て
書
く
能
力
を

彼
は
持
っ
て
い
て
、彼
の
作
家
と
し
て
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

感
じ
ま
す
。
そ
れ
が
な
い
と
、本
当
の
悲
劇
に
し
て
も
深

さ
は
あ
ら
わ
れ
な
い
と
思
い
ま
す
。

菅
野
▼

小
説
家
と
し
て
、ユ
ー
モ
ア
を
意
識
的
に
書
い
た

の
で
し
ょ
う
か
。
例
え
ば
、ジ
ッ
ド
﹇
＊
11
﹈は「
創
造
の
魔

神
」と
言
い
ま
す
が
、
自
分
は
こ
う
書
い
た
け
れ
ど
も
、

全
然
気
が
付
か
な
い
と
こ
ろ
で
別
の
要
素
が
出
て
き
た

と
、つ
ま
り
そ
れ
は
、創
造
す
る
行
為
の
中
に
魔
神
が
住

ん
で
い
て
、
そ
れ
が
書
か
せ
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
で

し
ょ
う
け
れ
ど
も
、そ
う
い
う
意
図
せ
ざ
る
と
こ
ろ
で
出

て
く
る
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

亀
山
▼

む
し
ろ
意
識
的
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
は
最
後
ま
で
、ど
こ
か
で
ゴ
ー
ゴ
リ
﹇
＊
12
﹈を
意

識
し
て
い
ま
し
た
。
高
貴
な
も
の
、崇
高
な
も
の
を
書
く

と
き
に
は
プ
ー
シ
キ
ン
的
な
も
の
を
、滑
稽
な
も
の
に
は

ゴ
ー
ゴ
リ
的
な
も
の
を
意
識
し
た
と
思
い
ま
す
。
ロ
シ
ア

文
学
黄
金
期
の
二
大
巨
頭
で
あ
る
ふ
た
り
を
、
交
互
に

思
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

菅
野
▼

終
わ
り
に
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
関
す
る
お
仕

事
な
ど
、
お
続
け
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
教
え
て
く
だ

さ
い
。

亀
山
▼

幾
つ
か
あ
り
ま
し
て
、当
面
の
目
標
は
五
大
長
編

の
翻
訳
完
成
で
す
。
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
は『
罪
と
罰
』

以
降
、『
賭
博
者
』を
入
れ
て
6
編
の
長
編
を
書
き
ま
し

た
。
大
長
編
と
呼
ば
れ
る
の
は
5
編
あ
り
、『
未
成
年
』

を
翻
訳
す
る
と
全
て
揃
う
の
で
す
が
、来
年
が
ド
ス
ト
エ

フ
ス
キ
ー
生
誕
2
0
0
年
な
の
で
、そ
れ
に
合
わ
せ
て

刊
行
す
る
予
定
で
す
。
翻
訳
以
外
で
は
、日
本
を
舞
台
に

し
た
小
説
『
新
白
痴
』を
書
き
上
げ
た
と
こ
ろ
で
す
。
既

に『
新
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ
の
兄
弟
』が
あ
り
ま
す
が
、こ
ち

ら
も
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
小
説
を
4
編
ほ
ど
、日
本
を

舞
台
に
し
た
同
じ
ス
ト
ー
リ
ー
で
小
説
に
書
い
て
み
た

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

菅
野
▼

今
日
は
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
つ
い
て
色
々
と
謎

解
き
を
し
て
頂
い
て
、か
な
り
理
解
が
進
ん
だ
気
が
し
ま

す
。
ま
た
次
の
機
会
に
続
き
を
伺
い
た
い
で
す
。
こ
れ
か

ら
の
お
仕
事
の
完
成
と
ご
健
筆
を
お
祈
り
し
て
い
ま
す
。

（
2
0
2
0
年
1
月
31
日
、世
田
谷
文
学
館
館
長
室
に
て
）
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公益財団法人せたがや文化財団  世田谷文学館
〒157- 0062 東京都世田谷区南烏山1-10 -10

開館時間：
10時～18時（ 展覧会入場は17時30分まで）
休 館 日：
毎週月曜日（ 月曜日が祝日の場合には開館し

翌日休館）
交通案内： 
京 王 線  「芦花公園」駅南口より徒歩5分
小田急線  「千歳船橋」駅より京王バス（千歳烏山駅行）

「芦花恒春園」下車徒歩5分
＊  駐車場は利用台数が限られます。
公共交通機関のご利用をお願いします

Special Exhibitions
Moyoco Anno Exhibition ANNORMAL
Exhibition period: July 1 (Wed.) – Sept. 22 (Sun.), 2020
Admission fee: General 800 yen, Students (University, High School) / Seniors 
(Over 65) 600 yen, Students (Junior High, Elementary School) 300 yen

Hisashi Inoue Exhibition
Exhibition period: Oct. 10 (Sat.) – Dec. 6 (Sun.), 2020
Admission fee: General 800 yen, Students (University, High School) / Seniors 
(Over 65) 600 yen, Students (Junior High, Elementary School) 300 yen

Visitor Information
Opening Hours: 10:00 am to 6:00 pm (last admission 5:30 pm)
Closures: Every Monday (Closed Tuesday when a national 
holiday falls on Monday)

Access: 5 -minute walk from Roka-koen Station’s South Exit (Keio Line)
 5 -minute walk from Roka Koshun-en Park (take Keio Bus from 

Chitose-Funabashi Station [Odakyu Line] towards Chitose-
Karasuyama Station [Keio Line])

＊ The number of parking spots available for use is limited. Please use 
public transportation.

＊ コレクション展団体（20名以上）は2割引
 障害者手帳をお持ちの方は一般料金の半額

安野モヨコ展 ＡＮＮＯＲＭＡＬ
7月1日（水）～ 9月22日（火・祝） 【日時指定予約制】
観覧料：一般 800円、高校・大学生・65歳以上600円、小・中学生300円

安
野
モ
ヨ
コ
展
　

A
N
N
O
R
M
A
L  

7
月
1
日
〜
9
月
22
日

Permanent Collection
Hidehiro Otake Exhibition
Exhibition period: June 2 (Tue.) – Sept. 22 (Tue.), 2020
Admission fee:Free

Muttoni Museum
Exhibition period: July 7 (Tue.) – Mar. 31 (Wed.), 2021
Admission fee: General 200 yen, Students (University, High School) / Seniors 
(Over 65) 150 yen, Students (Junior High, Elementary School) 100 yen

井
上
ひ
さ
し
展  

10
月
10
日
〜
12
月
6
日

―
綴
じ
ら
れ
た
時
間
の
物
語
―  

ム
ッ
ト
ー
ニ
の
か
ら
く
り
文
学
館  

7
月
7
日
〜
2
0
2
1
年
3
月
31
日

コレクション展

企画展

＊ Groups of 20 + visitors will receive a 20% discount on admission fee to 
collection exhibitions

 Disability certificate holders will be admitted at 50% the general rate

SETAGAYA LITERARY MUSEUM
1-10 -10 Minami Karasuyama, Seta gaya-ku, Tokyo 157- 0062

Tel. 03 -5374 -9111
https://www. setabun. or. jp/

2020年4月～12月

海野十三「月世界探検記」
所収 『十八時の音楽浴』

《月世界探検記》 1995年  
原作：海野十三 「月世界探検記」

ど
こ
で
も
文
学
館  

写
真
展
〈
写
真
家
・
大
竹
英
洋「
ノ
ー
ス
ウ
ッ
ズ
を
旅
す
る
」〉新
作
パ
ネ
ル
特
別
展
示  

6
月
2
日
〜
9
月
22
日

＊ 新型コロナウイルス感染症の今後の状況により、掲載の催事は
変更や延期になる場合があります。ご確認の上、お出かけください

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
休
館
　﹇

4
月
、5
月
﹈

井上ひさし展
－ 希望へ
橋渡しする人

10月10日（土）
　～ 12月6日（日）

写真展  〈写真家・大竹英洋「ノースウッズを旅する」〉
6月2日（火）～ 9月22日（火・祝） 観覧料：無料  会場：1階文学サロン

－綴じられた時間の物語－ムットーニのからくり文学館
7月7日（火）～ 2021年3月31日（水） 【予定】 【日時指定予約制】
観覧料：一般200円、高校・大学生150円、65歳以上・小・中学生100円

観覧料：一般 800円、高校・大学生・65歳以上600円、小・中学生300円

© Moyoco Anno / Cork

撮影：佐々木隆二

©大竹英洋

どこでも文学館  新作パネル特別展示

団体のご利用をご希望の方
はあらかじめご連絡下さい
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至新宿

芦花恒春園
バス停
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環
状
八
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7
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9
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月


