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読
書
カ
フ
ェ
を
引
き
受
け
た
動
機

名
和　
『
読
書
カ
フ
ェ
』
V
Ｏ
Ｌ
．
1
に
川
添
先
生
が
「
読
書
カ
フ
ェ
の

試
み　

時
に
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
も
」
と
い
う
、
こ
の
企
画
の
動
機
づ
け

を
書
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
自
分
の
内
面
を
語
る
と
い
う
「
恥
ず
か
し

い
こ
と
」
と
い
う
の
が
、
こ
の
読
書
カ
フ
ェ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
し
ょ
う
か
。

川
添
先
生
、
口
火
を
切
っ
て
く
れ
ま
せ
ん
か
。

川
添　

読
書
カ
フ
ェ
と
い
う
ネ
ー
ミ
ン
グ
は
誰
が
ど
う
や
っ
て
決
め
た
の

か
忘
れ
ま
し
た
が
、
学
生
の
読
書
離
れ
が
言
れ
て
久
し
い
な
か
で
、
大
学

生
協
教
職
員
委
員
会
で
な
に
か
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
と
考
え
た
。
大
学
と

い
う
の
は
書
き
手
と
読
み
手
が
い
る
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
自
分
の
読
書
体

験
を
赤
裸
々
に
語
る
場
が
あ
っ
て
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
教
師
と
生
徒

と
い
う
“
強
制
的
”
関
係
で
は
な
く
、
や
や
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
か
た
ち
で

読
書
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
み
よ
う
、
覚
悟
と
い

う
よ
り
は
と
に
か
く
始
め
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
実
際
や
っ
て

み
て
上
手
く
い
っ
た
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
他
地
域
、
大
阪
や
東
海

地
域
に
も
広
が
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

小
暮　

僕
は
役
人
を
23
年
間
や
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
経
験
と
大
学
教
員

に
な
っ
て
か
ら
の
今
の
学
問
の
原
点
を
考
え
た
時
、
鶴
見
俊
輔
の
『
限
界

「
読
書
カ
フ
ェ
」
の
試
み

 

時
に
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
も

　

読
書
と
い
う
の
は
基
本
的
に
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
こ
と
で
す
。
と
り
わ
け
強
制
さ

れ
た
も
の
で
は
な
い
教
養
的
読
書
で
は
、
自
分
の
興
味
に
従
っ
て
す
き
に
読
め
ば
い

い
の
だ
し
、
読
後
の
思
い
を
人
に
聞
い
て
も
ら
う
必
要
も
な
い
の
で
す
か
ら
。
人
が

本
を
読
ん
で
い
る
こ
と
は
外
か
ら
見
え
る
け
れ
ど
も
、「
ど
う
読
ん
で
い
る
の
か
」「
そ

の
人
の
中
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
」は
見
え
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、自
分
の
行
っ

て
き
た
読
書
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
こ
か
恥
ず
か
し
い
。
し
か
し
、
少

し
低
俗
な
意
味
で
も
、
人
に
は
興
味
を
そ
そ
ら
れ
る
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

大
学
生
協
の
京
滋
・
奈
良
地
域
の
教
職
員
で
組
織
さ
れ
て
い
る
教
職
員
委
員
会
で
、

教
員
が
そ
れ
ま
で
ど
ん
な
本
を
読
ん
で
き
て
、
ど
ん
な
感
銘
を
受
け
て
、
い
か
な
る

影
響
を
受
け
て
き
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
学
生
の
み
な
さ
ん
が
聞
く
機
会
は
意
外

と
少
な
い
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
話
に
な
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
少
し
で
も
読
書

の
面
白
さ
と
意
義
と
に
つ
い
て
考
え
る
機
会
を
作
ろ
う
と
、
こ
の
「
読
書
カ
フ
ェ
」

を
は
じ
め
る
こ
と
に
し
た
の
で
す
。
話
す
者
に
と
っ
て
は
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
こ
と
を

外
に
出
す
恥
ず
か
し
い
試
み
な
の
で
す
が
、
少
し
で
も
何
か
を
受
け
取
っ
て
く
だ
さ

れ
ば
意
味
は
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ま
だ
五
里
霧
中
で
す
が
、
皆
さ
ま
の
ご
支
援

と
ご
協
力
を
い
た
だ
け
れ
ば
と
願
っ
て
い
ま
す
。
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左から

空
気
で
は
な
く
、

本
を
読
も
う

 

― 

読
書
カ
フ
ェ
座
談
会 

―



芸
術
論
』
が
浮
か
び
ま
し
た
。
僕
の
テ
ー
マ
は
ラ
イ
ブ
で
す
。「
こ
と
ば
」

も
大
事
だ
が
、
直
接
体
験
と
し
て
の
音
楽
や
美
術
、
演
劇
に
出
会
う
こ
と

の
大
切
さ
と
読
書
と
い
う
も
の
の
関
係
を
話
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
し

た
。
そ
れ
と
「
カ
フ
ェ
」
と
い
う
表
現
に
ひ
か
れ
た
。
読
書
す
る
こ
と
を

ラ
イ
ブ
で
話
し
合
う
と
い
う
こ
と
が
、
僕
が
求
め
て
い
た
対
面
し
合
う
関

係
性
と
結
び
つ
き
ま
し
た
。

安
田　

こ
の
話
が
来
る
前
に
、
大
学
の
集
ま
り
で
「
自
分
の
好
き
な
本
を

持
ち
寄
っ
て
披
露
し
合
お
う
」
と
い
う
提
案
を
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が

結
構
、
面
白
か
っ
た
。「
カ
フ
ェ
」
と
い
う
気
楽
さ
も
い
い
な
ぁ
と
思
い

ま
し
た
。
ウ
ィ
ー
ン
の
カ
フ
ェ
文
化
で
育
っ
た
シ
ュ
ー
ベ
ル
ト
の
こ
と
を

想
像
し
た
り
も
し
ま
し
た
。
そ
れ
に
「
時
に
は
恥
ず
か
し
い
こ
と
も
」
な

ど
と
い
う
言
葉
を
使
う
企
画
は
間
違
い
な
い
と
乗
せ
ら
れ
ま
し
た
。
偉
い

先
生
が
教
え
を
垂
れ
る
の
で
は
な
い
。
人
と
人
が
結
び
つ
く
も
の
、
男
女

の
恋
愛
を
例
に
考
え
る
と
分
か
り
や
す
の
で
す
が
、
共
通
の
音
楽
が
好
き

だ
と
上
手
く
い
く
、
そ
し
て
共
通
の
読
書
体
験
が
あ
る
と
結
び
つ
き
が
よ

く
な
り
ま
す
よ
ね
。
こ
れ
こ
そ
が
読
書
の
力
で
す
。
そ
う
い
う
話
を
し
て

も
い
い
企
画
だ
っ
た
こ
と
も
引
き
受
け
た
動
機
で
す
。

川
添　

確
か
に
Ｖ
Ｏ
Ｌ
．
1
の
４
人
は
み
な
、
一
人
で
読
ん
だ
の
で
は
な

く
、
誰
か
と
一
緒
に
読
ん
だ
体
験
を
話
し
て
い
ま
し
た
。
読
書
会
と
か
輪

読
会
と
か
、
今
の
若
い
人
は
そ
う
い
う
こ
と
は
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

安
田　

読
書
と
は
、
ひ
と
り
で
、
密
室
で
す
る
も
の
と
考
え
ま
す
が
、
ふ

た
り
で
ま
た
は
数
人
で
読
む
場
合
も
あ
る
。
一
人
で
の
黙
読
で
は
な
く
、

数
人
で
の
音
読
と
か
語
り
を
思
い
浮
か
べ
て
下
さ
い
。

名
和 

双
方
向
の
ベ
ク
ト
ル
を
持
っ
て
い
ま
す
。
一
人
で
読
む
も
の
で
あ

る
と
同
時
に
、
人
と
人
と
の
交
流
で
も
あ
る
と
い
う
側
面
で
す
ね
。
安
田

先
生
の
ご
指
摘
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
異
性
と
の
関
係
に
音
楽
体
験
と
読
書

体
験
が
あ
る
と
い
う
の
は
面
白
い
で
す
ね
。

小
暮　

僕
は
家
内
と
は
本
の
話
が
き
っ
か
け
で
し
た
。
僕
は
こ
の
本
に
感

動
し
た
け
ど
、
彼
女
は
ど
う
だ
ろ
う
か
と
た
め
し
、
逆
に
彼
女
に
も
た
め

さ
れ
て
い
た
よ
う
な
…

安
田　

一
番
恥
ず
か
し
い
体
験
だ
か
ら
、
そ
れ
を
分
け
合
う
関
係
と
い
う

の
は
深
い
関
係
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
同
じ
共
感
を
も
っ
て
く
れ
る
か
ど

う
か
が
肝
心
。

名
和　

教
育
と
い
う
関
係
の
場
で
は
、
別
の
視
点
も
必
要
で
し
ょ
う
。
僕

の
場
合
は
、
親
戚
に
あ
た
る
森
進
一
先
生
か
ら
読
書
会
に
誘
わ
れ
て
ヘ
ロ

ド
ト
ス
の『
歴
史
』を
英
語
で
読
ん
だ
体
験
が
あ
り
ま
す
。
４
年
間
か
け
て
。

老
若
男
女
、
年
齢
差
の
違
う
人
の
読
み
方
を
知
り
、
複
合
的
な
も
の
の
見

方
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
二
十
歳
過
ぎ
の
頃
の
体
験
で
す
。

　

周
り
の
評
判
を
紹
介
し
ま
す
と
、
最
初
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
ア
ウ
グ
ス

テ
ィ
ヌ
ス
、
ヘ
ロ
ド
ト
ス
、
丸
山
真
男
、
マ
ル
ク
ス
は
や
や
硬
か
っ
た
、
と
。

も
う
す
こ
し
若
い
層
に
と
っ
つ
き
や
す
い
短
編
を
取
り
上
げ
て
も
よ
か
っ

た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
意
見
も
あ
り
ま
し
た
。
僕
自
身
は
堅
く
て
も
い

い
、
そ
れ
が
僕
の
原
点
で
あ
る
こ
と
を
語
っ
た
訳
で
、
そ
れ
で
噛
み
合
わ

な
け
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
、
と
も
思
っ
て
い
ま
し
た
。
難
し
い
か
ら
と
逃
げ

て
い
て
は
だ
め
だ
。

川
添　

確
か
に
大
古
典
。
し
か
し
、
結
果
的
に
そ
れ
が
よ
か
っ
た
と
い
う

声
も
あ
り
ま
し
た
。
変
に
若
者
に
お
も
ね
る
の
で
は
な
く
、
ス
ト
レ
ー
ト

で
い
い
と
。

現
代
の
読
書
状
況
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か

小
暮　

僕
は
中
学
時
代
、
文
芸
部
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。
先
輩
に
中
島

ら
も
や
高
橋
源
一
郎
が
い
て
活
躍
し
て
い
ま
し
た
。
も
っ
と
勉
強
し
よ
う

と
吉
本
隆
明
や
ソ
シ
ュ
ー
ル
な
ど
難
解
な
本
に
挑
戦
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
、
と
い
う
環
境
に
鍛
え
ら
れ
た
。
大
学
で
も
そ
う
で
し
た
。

川
添　

知
的
背
伸
び
を
す
る
と
い
う
こ
と
が
当
然
で
し
た
ね
。
い
ま
、
教

師
の
あ
り
方
も
、
い
い
意
味
で
権
威
的
で
な
く
な
っ
た
。
学
生
に
知
的

ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
だ
。
も
っ
と
勉
強
し
な
き
ゃ
、も
っ

と
本
を
読
ま
な
け
れ
ば
と
思
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
。
教
師
も
学
生
と
同

じ
場
に
立
と
う
と
し
て
い
る
。
昔
は
這
い
上
が
っ
て
こ
い
と
い
う
感
じ
で

し
た
。

名
和　

昔
は
教
師
に
威
厳
が
あ
り
、
巨
人
を
見
上
げ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

今
は
そ
う
い
う
環
境
が
変
わ
っ
て
き
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
す
ね
。

と
こ
ろ
で
、
安
田
先
生
の
取
り
上
げ
ら
れ
た
シ
ュ
ト
ル
ム
の
『
み
ず
う
み
』

は
異
色
で
し
た
。

安
田　

先
の
４
冊
が
す
ご
か
っ
た
か
ら
。
西
洋
史
あ
り
、
日
本
の
社
会
思

想
史
の
大
巨
人
あ
り
、
最
後
の
マ
ル
ク
ス
の
『
資
本
論
』
と
き
て
、
こ
れ

は
ち
ょ
っ
と
、こ
の
流
れ
を
壊
し
て
し
ま
え
、と
い
う
思
い
も
あ
っ
た
。『
み 23

共
通
の
読
書
体
験
が
あ
る
と

結
び
つ
き
が
よ
く
な
り
ま
す
よ
ね
。

言
葉
に
で
き
な
い
も
の
を

　
　
　
　
　 

言
葉
に
す
る
こ
と
。



ず
う
み
』
は
ド
イ
ツ
語
の
初
心
者
向
け
の
テ
キ
ス
ト
で
す
が
、
そ
の
内
容

は
胸
が
キ
ュ
ン
と
す
る
、永
遠
の
青
春
の
テ
ー
マ
で
す
。
僕
は
読
書
カ
フ
ェ

の
席
で
、
自
分
の
創
作
の
一
部
や
初
恋
の
思
い
出
を
披
露
し
た
り
、
彼
女

が
好
き
だ
っ
た
音
楽
を
流
し
て
み
た
の
で
す
が
、
学
生
は
喜
ん
で
く
れ
ま

し
た
。

名
和　

読
書
カ
フ
ェ
の
場
を
自
分
の
創
作
の
場
と
し
て
使
っ
た
訳
だ
。
普

段
の
授
業
も
そ
う
い
う
感
じ
で
？

安
田　

ゼ
ミ
で
は
や
り
ま
す
。
自
分
の
思
い
出
の
曲
を
１
曲
持
っ
て
き
て

も
ら
い
、
そ
の
個
人
的
体
験
を
語
っ
て
も
ら
う
音
楽
版
読
書
カ
フ
ェ
で
す
。

つ
ま
り
本
気
で
や
れ
、
表
面
的
な
こ
と
や
上
手
い
下
手
で
は
な
く
、
本
当

の
自
分
の
気
持
ち
が
出
せ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
大
事
に
し
た
い

の
で
す
。
さ
っ
き
堅
い
本
は
敬
遠
さ
れ
る
の
で
は
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま

し
た
が
、
堅
く
て
も
本
気
な
ら
い
い
の
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
が
感
動
を

与
え
る
。
お
も
ね
っ
て
チ
ャ
ラ
チ
ャ
ラ
す
る
必
要
は
な
い
。

名
和　

そ
の
点
、
我
々
の
考
え
は
一
致
し
て
い
ま
す
ね
。

川
添　

安
田
先
生
、
小
暮
先
生
は
非
言
語
的
な
芸
術
の
世
界
に
向
き

合
っ
て
お
ら
れ
る
。
今
の
若
者
は
ど
う
だ
ろ
う
、
活
字
以
外
の
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
や
表
現
手
段
を
身
近
に
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。

小
暮　

私
は
言
葉
に
で
き
な
い
も
の
を
言
葉
に
す
る
こ
と
、
も
う
一
度
、

言
葉
で
は
な
い
世
界
に
戻
る
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
い
ま
す
。
あ
る
ま
ど

ろ
っ
こ
し
さ
が
つ
き
ま
と
う
の
も
芸
術
の
本
質
だ
ろ
う
。
メ
ー
ル
の
よ
う

な
活
字
で
な
い
文
字
が
氾
濫
し
て
い
る
中
で
、
き
ち
ん
と
し
た
言
葉
を
大

事
に
し
た
い
。

川
添　

ぼ
く
は
哲
学
を
し
て
い
る
せ
い
か
、
断
片
的
な
知
識
や
デ
ー
タ
で

は
な
く
、
ま
と
ま
っ
た
主
張
、
か
っ
ち
り
し
た
議
論
に
触
れ
る
こ
と
が
大

事
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

安
田　

メ
デ
ィ
ア
と
し
て
考
え
た
ら
、
Ｂ
Ｏ
Ｏ
Ｋ
、
ド
イ
ツ
語
の
Ｂ
Ｕ
Ｃ

Ｈ
と
は
ま
さ
に
そ
う
い
う
も
の
で
す
ね
。
何
千
年
と
い
う
歴
史
が
あ
り
、

他
の
メ
デ
ィ
ア
に
な
い
、
本
で
し
か
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。

川
添　

他
の
メ
デ
ィ
ア
で
し
か
出
来
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
本
、
書
物

に
し
か
で
き
な
い
中
身
が
人
間
に
あ
る
。
そ
れ
を
鍛
え
る
の
が
本
。

安
田　

映
画
と
比
べ
る
と
分
か
り
や
す
い
。
映
画
は
大
勢
の
人
で
つ
く
る

が
、
た
っ
た
一
人
で
創
作
出
来
て
、
そ
れ
に
対
抗
で
き
る
力
を
も
っ
て
い

る
の
が
本
だ
。

小
暮　

僕
は
『
限
界
芸
術
論
』
の
初
版
や
そ
の
後
の
版
を
い
く
つ
か
見
せ

ま
し
た
。
装
丁
や
体
裁
は
初
版
が
一
番
か
っ
こ
い
い
、
一
目
瞭
然
で
す
。

内
容
の
ど
こ
が
変
わ
っ
た
か
と
か
い
う
研
究
も
大
事
だ
が
、
手
触
り
感
や

時
代
よ
っ
て
本
の
姿
が
変
わ
っ
て
い
る
こ
と
も
見
て
欲
し
か
っ
た
。

名
和　

内
容
は
同
じ
で
も
、
昔
と
今
で
は
本
そ
の
も
の
が
異
な
る
と
。

小
暮　

コ
ス
ト
の
問
題
も
あ
り
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
青
空
文
庫

の
よ
う
に
た
だ
で
読
め
る
も
の
や
、
電
子
図
書
・ipad

で
読
む
読
書
と
は

違
う
と
思
う
。

川
添　

文
字
を
記
載
す
る
た
め
の
マ
テ
リ
ア
ル
と
し
て
、
紀
元
後
巻
物

だ
っ
た
も
の
が
、
紙
の
冊
子
形
態
に
な
っ
た
の
は
12
、
13
世
紀
。
こ
れ
が

永
遠
不
変
の
媒
体
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
大
事
な
の
は
書
か
れ
て
い

る
も
の
が
ど
う
い
う
内
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
で
あ
っ
て
、
何
に
書
か

れ
て
い
る
か
は
ど
う
で
も
い
い
。ipad

で
も
構
わ
な
い
、
個
人
的
に
は
つ

い
て
い
け
な
い
で
し
ょ
う
が
。

名
和　

大
学
生
協
が
実
施
し
て
い
る
学
生
生
活
実
態
調
査
を
み
る
と
、
学

生
の
読
書
時
間
、
書
籍
費
に
つ
い
て
は
、
年
年
下
降
を
た
ど
っ
て
い
て
、

悲
観
的
な
デ
ー
タ
が
多
い
の
で
す
。
教
師
と
し
て
み
た
場
合
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
な
ど
情
報
源
は
た
く
さ
ん
あ
る
だ
ろ
う
が
、
い
い
レ
ポ
ー
ト
を
書

い
て
く
る
の
は
、
本
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
ま
と
め
て
い
る
学
生
で
す
。
限

ら
れ
た
文
字
の
中
で
き
ち
っ
と
ま
と
め
る
能
力
は
読
書
で
培
わ
れ
て
い
る

と
、
体
験
的
に
強
く
確
信
し
て
い
る
の
で
す
。

川
添　

時
間
的
に
見
れ
ば
時
間
数
も
単
価
も
さ
が
っ
て
い
る
の
は
事
実
で

し
ょ
う
。
そ
れ
を
ど
う
意
味
づ
け
る
か
で
す
ね
。
読
書
以
外
の
勉
強
に
手

段
を
き
り
か
え
て
い
る
の
か
ど
う
か
、
ト
ー
タ
ル
な
知
識
量
の
問
題
な
の

か
。
若
い
人
は
大
事
な
力
、
能
力
を
身
に
つ
け
よ
う
と
し
て
い
な
い
と
危

惧
せ
ざ
る
を
え
な
い
で
す
ね
。
小
学
生
の
朝
の
読
書
運
動
な
ど
が
あ
っ
て
、

少
し
持
ち
直
し
た
は
ず
で
は
な
い
で
す
か
。

小
暮　

小
さ
い
と
き
か
ら
の
読
書
の
習
慣
は
大
事
で
し
ょ
う
ね
。
大
学
生

に
な
っ
て
か
ら
読
書
を
ど
う
拡
げ
さ
せ
る
か
は
、
か
な
り
悲
観
的
な
気
持

ち
に
な
り
ま
す
。

45

本
、
書
物
に
し
か
で
き
な
い
中
身
が
人
間
に
あ
る
。

そ
れ
を
鍛
え
る
の
が
本
。

い
い
レ
ポ
ー
ト
を
書
い
て
く
る
の
は
、

本
を
き
ち
ん
と
読
ん
で
ま
と
め
て
い
る
学
生
で
す
。



読
書
の
意
味
・
な
ぜ
読
書
か

安
田　

60
歳
を
過
ぎ
て
後
悔
し
て
い
る
の
は
、
テ
レ
ビ
を
見
る
た
め
に

使
っ
た
時
間
と
読
書
に
使
っ
た
時
間
の
ど
ち
ら
が
多
か
っ
た
だ
ろ
う
か
、

と
い
う
こ
と
で
す
。
テ
レ
ビ
は
麻
薬
の
よ
う
に
だ
ら
だ
ら
と
見
て
し
ま
う
。

そ
れ
に
コ
ミ
ッ
ク
の
誘
惑
。
小
学
校
４
年
の
と
き
に
少
年
サ
ン
デ
ー
と
少

年
マ
ガ
ジ
ン
が
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
今
は
コ
ミ
ッ
ク
の
誘
惑
が
す
ご
い
。

読
書
の
ラ
イ
バ
ル
は
コ
ミ
ッ
ク
と
ネ
ッ
ト
。
モ
ー
ツ
ア
ル
ト
や
バ
ッ
ハ
の

全
作
品
が
入
る
ほ
ど
のiphone

やY
outube

も
現
わ
れ
、
そ
の
点
今
の

若
者
は
か
え
っ
て
不
幸
だ
と
思
い
ま
す
。
活
字
か
ら
得
ら
れ
る
感
動
、
本

か
ら
得
ら
れ
る
感
動
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
。
読
書
に
よ
る
感
動
が
一
番

強
く
、
一
生
続
く
ほ
ど
の
持
続
力
も
あ
る
は
ず
だ
。

名
和　

育
っ
た
環
境
の
問
題
も
あ
り
ま
す
ね
。

川
添　

情
報
理
論
か
ら
す
る
情
報
量
は
膨
大
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
そ
こ

か
ら
意
味
を
読
み
取
る
こ
と
が
大
事
で
、
そ
の
訓
練
を
す
る
に
は
や
は
り

本
が
い
い
。

小
暮　

映
画
が
１
８
９
５
年
に
生
ま
れ
た
時
、
動
く
写
真
だ
っ
た
と
い
う

こ
と
を
学
生
は
知
ら
な
い
。
昔
は
活
動
写
真
だ
っ
た
。
映
画
や
写
真
が
無

か
っ
た
時
代
は
ど
う
だ
っ
た
の
か
を
か
ん
が
え
て
み
る
と
、
時
間
が
い
っ

ぱ
い
あ
り
、
想
像
力
を
羽
ば
た
か
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
想
像
力
を
働
か

さ
な
く
て
も
、
受
け
身
で
情
報
が
は
い
っ
て
く
る
と
、
本
来
も
っ
て
い
る

は
ず
の
能
力
が
低
下
し
て
く
る
。
そ
う
す
る
と
今
度
は
、
あ
え
て
メ
デ
ィ

ア
断
食
を
し
て
み
る
と
い
う
学
生
も
出
て
く
る
。

安
田　

断
食
か
。
あ
え
て
飢
餓
状
態
に
置
く
訳
で
す
ね
。

川
添　

声
し
か
な
か
っ
た
時
代
か
ら
文
字
の
時
代
と
は
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ

る
。
時
間
的
も
空
間
的
に
も
離
れ
た
と
こ
ろ
に
情
報
が
伝
わ
る
と
い
う
大

き
な
転
換
が
あ
っ
た
。
常
に
メ
デ
ィ
ア
を
豊
か
に
し
て
い
こ
う
と
い
う
流

れ
は
止
め
ら
れ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
人
類
史
は
、
文
字
と
い
う
抽

象
的
な
概
念
を
想
像
さ
せ
る
も
の
、
か
つ
創
造
さ
せ
る
も
の
を
作
り
だ
し

て
き
た
。

小
暮　

メ
デ
ィ
ア
断
食
じ
ゃ
な
く
、
メ
デ
ィ
ア
・
ダ
イ
エ
ッ
ト
と
言
っ
た

方
が
い
い
か
な
。

安
田　

僕
は
断
食
の
方
が
面
白
い
。

川
添　

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
に
か
い
い
こ
と
が
あ
る
と
か
、
成
功

体
験
が
な
い
と
。

安
田　

１
週
間
ぐ
ら
い
ド
イ
ツ
に
旅
行
す
る
と
そ
う
い
う
断
食
状
態
に
な

り
ま
す
ね
。
メ
ー
ル
は
無
視
で
き
る
し
、
ド
イ
ツ
語
が
分
か
ら
な
い
か
ら

テ
レ
ビ
も
見
な
い
。
い
い
時
間
が
過
ご
せ
ま
す
ね
。
日
本
に
い
て
は
、
こ

れ
は
で
き
な
い
。

名
和　

す
で
に
読
書
の
意
味
と
か
、
本
質
論
に
入
っ
て
き
ま
し
た
ね
。
学

生
に
そ
う
い
う
成
功
体
験
を
も
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
読
書
に
近
づ
く
い
い

方
法
だ
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

川
添 

い
ろ
ん
な
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も
読
書
が
い
い
と
答
え
て
い
る
人
は
多

い
。
で
は
な
ぜ
読
ま
な
い
か
と
い
え
ば
、
何
を
読
ん
だ
ら
い
い
の
か
分
か

ら
な
い
と
い
う
大
学
生
が
結
構
い
る
。
な
に
か
き
っ
か
け
が
ほ
し
い
だ
け

な
の
か
も
知
れ
な
い
。

小
暮　

学
生
か
ら
「
先
生
は
、
こ
の
教
科
書
を
ど
れ
く
ら
い
使
う
ん
で
す

か
」
と
尋
ね
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
出
来
る
だ
け
安
い
教
科
書
を
指

定
し
た
り
は
し
ま
す
が
。
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
パ
ッ
パ
と
済
ま
す
よ
う
な

授
業
で
は
な
く
、
一
緒
に
ペ
ー
ジ
を
め
く
り
、
読
み
込
む
体
験
も
重
要
だ

ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
ず
戯
曲
を
呼
ん
で
想
像
し
て
み
て
か
ら
映
像

を
見
、
さ
ら
に
そ
れ
を
言
葉
に
す
る
、
テ
キ
ス
ト
化
す
る
授
業
が
面
白
い
。

た
と
え
ば
泉
鏡
花
の
古
い
戯
曲
を
読
み
、
そ
れ
を
古
い
文
化
施
設
で
演
劇

観
賞
す
る
と
か
。

川
添　

パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
弊
害
は
あ
る
ね
。
全
体
の
構
造
が
分
か
り
に

く
く
、
断
片
的
で
テ
レ
ビ
的
。
使
い
方
だ
ろ
う
け
れ
ど
。

安
田　

自
分
の
想
像
力
が
関
わ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
す
。
テ
レ
ビ
を
見

る
の
に
想
像
力
は
い
ら
な
い
。
本
を
読
む
の
は
、
主
体
的
に
関
わ
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
読
め
な
い
。
人
が
書
い
た
も
の
だ
け
れ
ど
も
、
読
み
手
は
再

創
造
す
る
訳
で
す
か
ら
。

名
和　

相
当
に
主
体
的
な
仕
事
で
、
パ
ワ
ー
が
必
要
で
す
ね
。

川
添　

も
う
ひ
と
つ
の
問
題
は
ネ
ッ
ト
上
の
検
索
の
問
題
で
す
。
昔
は
一

つ
一
つ
カ
ー
ド
に
書
き
と
り
、
身
体
的
に
浸
透
さ
せ
て
い
た
。
今
は
指
先

一
発
で
検
索
で
き
る
。
便
利
だ
け
れ
ど
も
、
断
片
的
で
、
脈
略
な
い
知
識
・

デ
ー
タ
で
す
。
ま
す
ま
す
、
ま
と
ま
っ
た
本
を
読
ん
で
理
解
し
た
り
す
る

こ
と
の
必
要
が
増
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

名
和　

受
け
身
の
環
境
の
中
で
は
自
分
の
主
体
性
は
育
た
な
い
。
自
分
は

こ
う
見
る
、
こ
う
読
む
と
い
う
〈
私
〉
が
な
い
と
。
読
書
は
主
体
性
を
育

て
る
、
と
い
え
ば
言
い
す
ぎ
で
す
か
。

安
田　

い
や
、
わ
が
ま
ま
を
育
て
る
と
い
い
た
い
。
今
の
若
者
を
表
す
こ

と
ば
で
、草
食
系
と
い
い
ま
す
ね
。
女
性
か
ら
は「
自
分
で
告
白
し
な
い
で
、

相
手
に
言
わ
せ
よ
う
と
す
る
」
と
い
う
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

小
暮　

今
の
若
者
は
空
気
を
読
む
と
い
う
が
、
空
気
で
は
な
く
、
本
を
読

ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
オ
チ
が
つ
い
た
か
な
。
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今
の
若
者
は
空
気
を
読
む
と
い
う
が
、

空
気
で
は
な
く
、

本
を
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。

読
書
の
意
味
・
な
ぜ
読
書
か



　
　
　

　

こ
ん
に
ち
は
、
今
日
、
み
な
さ
ん
に
紹
介
し
た
い
本
は
、
鶴
見
俊
輔
さ
ん

の
『
限
界
芸
術
論
』
で
す
。

　

わ
た
し
は
10
年
前
ま
で
は
公
務
員
を
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
学

生
時
代
に
出
会
っ
た
名
著
が
そ
の
ま
ま
研
究
者
に
な
っ
た
い
ま
影
響
を
与
え

続
け
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
紹
介
は
で
き
ま
せ
ん
。
公
務
員
の
終
わ
り
ご
ろ

か
ら
、
と
く
に
、
地
域
の
芸
術
環
境
づ
く
り
と
か
ア
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と

か
い
う
文
化
政
策
分
野
を
担
当
し
そ
の
勉
強
し
て
き
ま
し
た
の
で
、そ
こ
で
、

一
番
そ
の
考
え
方
に
共
鳴
し
、
い
ま
の
研
究
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
に
お
い

て
実
践
し
よ
う
と
心
が
け
る
き
っ
か
け
を
与
え
た
本
を
紹
介
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
「
限
界
芸
術
」・
・
・
多
く
の
皆
さ
ん
に
と
っ
て
は
、
は
じ
め
て
聞
く
言
葉

か
と
思
い
ま
す
が
、
実
は
、
こ
の
中
の
メ
イ
ン
の
論
考
「
芸
術
の
発
展
」（
限

界
芸
術
の
理
念
・
研
究
・
批
評
・
創
作
）
が
は
じ
め
て
発
表
さ
れ
た
の
は
、

１
９
６
０
年
の
『
講
座
・
現
代
芸
術
』
で
の
こ
と
で
、
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
芸

術
論
は
、
す
で
に
50
年
ほ
ど
前
に
発
表
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

限
界
芸
術
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
芸
術
概
念
の
拡
大
で
す
。
い
ま
ま
で
芸

術
と
は
み
な
さ
れ
な
か
っ
た
分
野
、
そ
し
て
専
門
外
と
さ
れ
て
き
た
人
た
ち

の
行
為
に
も
芸
術
を
見
よ
う
と
い
う
考
え
で
あ
り
思
想
で
す
。
気
が
つ
け
ば

描
い
て
い
た
落
書
き
、
ふ
と
歌
い
だ
し
た
鼻
歌
が
実
は
既
存
の
曲
で
は
な

か
っ
た
・
・
・
大
人
で
も
た
ま
に
は
限
界
芸
術
し
て
い
る
わ
け
で
す
し
、
子

ど
も
は
い
つ
も
限
界
芸
術
家
で
は
な
い
か
！
と
い
う
の
で
す
（
ま
た
、
芸
術

の
起
源
も
限
界
芸
術
で
あ
る
と
説
か
れ
ま
す
）。

　

す
な
わ
ち
、
西
欧
な
ど
の
ク
ラ
シ
ッ
ク
芸
術
が
純
粋
芸
術
と
し
て
尊
重
さ

れ
、
他
方
、
人
び
と
は
手
軽
な
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
や
ち
ゃ
ん
ば
ら
映
画
な
ど

大
衆
芸
術
を
楽
し
ん
で
い
る
、
し
か
し
な
が
ら
、
も
っ
と
さ
か
の
ぼ
れ
ば
、

芸
術
は
、
専
門
家
で
は
な
い
人
び
と
に
よ
っ
て
作
ら
れ
し
か
も
専
門
的
鑑
賞

者
で
な
く
て
も
一
緒
に
楽
し
め
た
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
問
題
意
識
で
す
。

こ
ち
ら
に
初
め
て
の
単
行
本
が
あ
り
ま
す
。
発
行
年
は
１
９
６
７
年
と
な
っ

て
い
ま
す
。
そ
の
あ
と
も
数
度
、
異
な
る
出
版
社
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
て
、

こ
の
本
の
広
範
囲
の
影
響
を
う
か
が
わ
せ
ま
す
ね
。
そ
し
て
、
こ
の
限
界
芸

術
の
先
駆
者
が
３
名
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
人
た
ち
の
本
も
こ

こ
に
お
い
て
お
き
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
、
限
界
芸
術
の
研
究
の
先
達
と
し
て
の
柳
田
國
男
さ
ん
は
、
ご
存

知
の
と
お
り
、
日
本
民
俗
学
の
祖
で
す
ね
。
民
謡
の
起
こ
り
、
名
づ
け
・
あ

今
後
の
取
り
組
み
と
教
師
の
役
割

名
和　

学
生
に
読
書
の
成
功
体
験
を
ど
の
よ
う
に
持
た
せ
、
今
の
教
育
を

み
ん
な
で
考
え
ま
せ
ん
か
と
発
信
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
思
い
ま
し
た
。

小
暮　

教
養
と
い
う
も
の
を
復
権
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
で
し
ょ
う
。
断
片

で
は
な
く
、
体
系
を
教
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
ね
。

安
田　

教
養
と
い
う
言
葉
は
重
い
で
す
ね
。
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
言

葉
は
軽
い
で
す
。
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
根
源
と
か
、
ド
イ
ツ
の
教
養
小
説

と
か
、
フ
ラ
ン
ス
の
百
科
全
書
の
思
想
が
教
養
と
い
う
言
葉
の
背
後
感
じ

ら
れ
る
。

川
添　

読
書
カ
フ
ェ
が
広
が
っ
て
い
く
の
は
嬉
し
い
こ
と
で
す
が
、
僕
ら

が
若
者
に
語
る
と
い
う
の
は
や
や
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
ビ
ブ
リ

オ
バ
ト
ル
と
い
う
シ
ス
テ
ム
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。
京
都
大
学
の
情
報

学
の
院
生
あ
た
り
が
始
め
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
数
人
で
、
ひ
と
り
５
分

間
の
時
間
内
に
あ
る
本
の
書
評
を
し
ゃ
べ
り
、
だ
れ
の
書
評
が
一
番
読
み

た
い
と
思
っ
た
か
を
コ
ン
ペ
テ
ィ
シ
ョ
ン
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
つ
ま

り
学
生
自
身
が
読
書
体
験
を
仲
間
に
語
り
あ
う
、
交
流
す
る
と
い
う
ラ
イ

ブ
の
よ
う
な
場
を
作
る
の
も
い
い
で
し
ょ
う
。

小
暮　

京
都
橘
学
園
生
協
は
読
書
奨
励
金
を
や
っ
て
い
ま
す
。

名
和  

学
生
諸
君
を
読
書
に
い
ざ
な
う
大
学
生
協
ら
し
い
試
み
で
す
ね
。

安
田　

教
師
だ
け
で
な
く
学
生
も
講
師
と
し
て
参
加
す
る
読
書
カ
フ
ェ
の

企
画
を
提
案
を
し
て
実
際
に
動
き
出
し
て
い
ま
す
。

名
和  

み
な
さ
ん
、
有
意
義
な
お
話
と
実
践
を
聞
か
せ
て
い
た
だ
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
初
対
面
の
メ
ン
バ
ー
で
こ
こ
ま
で
話
が
は
ず

む
と
は
思
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
今
回
の
座
談
会
は
こ
れ
で
終
わ
り
に
さ
せ

て
い
た
だ
き
ま
す
。

第 5 回

読
書
カ
フ
ェ

鶴
見
俊
輔
『
限
界
芸
術
論
』

（
初
版
（
１
９
６
７
）、
の
ち
文
庫
化
）
を
読
む

小
暮
宣
雄
（
京
都
橘
大
学
教
員
）
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後
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と
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の
役
割



＊
そ
の
先
の
読
書
の
た
め
に

『
限
界
芸
術
論
』
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
柳
田
邦
男
の
民
俗
学
や
柳
宗
悦
の

民
芸
論
、
そ
し
て
宮
沢
賢
治
の
作
品
を
多
く
の
学
生
た
ち
と
読
ん
で
い

き
た
い
も
の
で
す
。
旧
い
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
当
時
の
最
先
端
の

科
学
・
思
想
が
、
賢
治
な
ら
で
は
の
想
像
力
の
も
と
素
敵
に
融
合
し
て

い
ま
す
。
そ
し
て
賢
治
の
「
農
村
芸
術
」
と
は
な
ん
だ
っ
た
か
を
一
緒

に
考
え
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

だ
な
論
、
昔
話
や
妖
怪
話
な
ど
興
味
深
い
で
す
が
、
そ
れ
ら
が
す
べ
て
鶴
見

さ
ん
に
よ
れ
ば
、
限
界
芸
術
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
限
界
芸

術
の
総
合
デ
パ
ー
ト
が
村
の
祭
り
と
い
う
わ
け
で
す
（
著
者
は
、
娯
楽
映
画

を
大
衆
芸
術
の
総
合
デ
パ
ー
ト
と
し
て
対
比
し
て
い
る
の
で
す
が
、す
る
と
、

オ
ペ
ラ
は
純
粋
芸
術
の
そ
れ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
）。
ま
た
、
限

界
芸
術
の
批
評
家
と
し
て
は
、無
名
の
陶
工
に
よ
る
雑
器
の
よ
さ
を
発
見
し
、

生
活
道
具
な
ど
民
芸
を
大
切
に
し
て
い
く
運
動
を
起
こ
し
た
柳
宗
悦
さ
ん
が

フ
ィ
ー
チ
ャ
ー
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
宮
澤
賢
治
。
彼
が
、
限
界
芸
術
の
実
践
者
と
な
り
ま
す
。
童
話

や
詩
歌
は
、純
粋
芸
術
に
近
い
も
の
で
す
が
、詩
を
あ
え
て
詩
と
い
わ
ず
「
心

象
ス
ケ
ッ
チ
」
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
彼
に
は
無
意
識
へ
の
関
心
、
そ
し
て
、「
農

民
芸
術
」
こ
そ
が
、
芸
術
の
都
市
専
有
化
と
商
売
化
に
拮
抗
し
て
あ
ら
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
理
念
と
実
践
が
あ
り
ま
し
た
。
と
く
に
、
修
学
旅
行
自
体

を
賢
治
が
芸
術
に
し
て
い
く
過
程
は
、
い
ま
読
ん
で
も
び
っ
く
り
す
る
ぐ
ら

い
ス
リ
リ
ン
グ
な
先
端
的
芸
術
で
あ
り
か
つ
生
徒
た
ち
の
限
界
芸
術
で
も

あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
本
は
、
１
９
６
０
年
に
発
行
さ
れ
、
大
衆
芸
術
の
大
切

さ
、
身
振
り
の
話
芸
な
ど
も
含
め
て
多
く
の
人
の
関
心
を
刺
激
し
て
き
ま
し

た
。
と
く
に
文
化
社
会
学
、
風
俗
研
究
、
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
ス
タ
デ
ィ
な
ど
の

分
野
が
関
心
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
最
近
で
は
わ
か
い
現
代
美
術
の
批
評
家

の
方
が
、
こ
の
概
念
を
新
鮮
な
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
た
り
も
し
て
い

ま
す
。

　

わ
た
し
は
、
一
つ
に
は
、
芸
術
の
公
共
性
を
考
え
る
と
き
に
、
こ
の
限
界

芸
術
の
復
活
や
新
し
い
展
開
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
限
界
芸
術
は
先
端
芸

術
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
る
機
会
を
つ
く
る
こ
と
で
、
先
端
芸
術
の
振
興
に
と

ど
ま
ら
ず
、
社
会
に
大
き
な
プ
ラ
ス
を
も
た
ら
す
の
で
は
、
と
思
っ
て
い
て
、

ユ
ニ
ー
ク
な
紙
芝
居
を
障
碍
者
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
地
域
住
人
や
学
生
た
ち

と
つ
く
る
と
い
う
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
実
践
を
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
限
界
芸
術
の
事
例
と
し
て
あ
が
っ
て
い
る
お
葬
式
や
お
見
合
い
、

墓
参
り
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
し
て
、
冠
婚
葬
祭
（
イ
ベ
ン
ト
）
研
究
を
限
界

芸
術
研
究
の
一
環
と
し
て
考
え
、
い
わ
ば
、
限
界
ア
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の

大
事
な
事
例
で
は
な
い
か
と
い
う
展
開
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

以
上
、
こ
の
限
界
芸
術
論
の
紹
介
と
そ
の
読
み
方
、
展
開
事
例
を
お
話
し

ま
し
た
が
、
み
な
さ
ん
も
、
発
行
さ
れ
て
か
ら
年
月
を
経
て
も
色
ん
な
と
こ

ろ
で
引
用
さ
れ
、
古
び
な
い
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
が
新
し
い
土
地
に
移
植
さ
れ

思
わ
ぬ
展
開
が
行
わ
れ
る
よ
う
な
、
古
典
的
あ
る
い
は
刺
激
的
な
書
物
を
見

つ
け
ら
れ
る
こ
と
が
と
て
も
大
切
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
ま
た
、
い
ま

ま
で
紹
介
し
ま
し
た
こ
の
限
界
芸
術
論
の
新
し
い
展
開
が
あ
る
新
し
い
論
稿

と
か
、
限
界
芸
術
を
刺
激
す
る
よ
う
な
ア
ー
ツ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
践
の
場
が

あ
っ
た
ら
、
ぜ
ひ
、
参
加
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
な
あ
と
願
っ
て

い
る
し
だ
い
で
す
。
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「『
あ
な
た
は
も
う
二
度
と
い
ら
っ
し
ゃ
ら
な
い
の
ね
』
と
つ
い
に
彼
女
は

言
っ
た
」

　

全
編
で
も
っ
と
も
悲
痛
な
場
面
で
あ
る
。
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
は
一
晩
中
悩
ま

し
く
、
純
粋
な
愛
と
母
親
の
勧
め
る
ま
ま
の
打
算
的
な
結
婚
と
を
天
秤
に
か

け
た
こ
と
を
悔
い
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
詩
人
の
理
想
と
実
業
家
の
現
実

と
に
揺
れ
動
い
た
自
分
の
気
持
ち
を
噛
み
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
優
し
く

て
、
女
ら
し
く
て
、
た
お
や
か
で
、
芸
術
家
の
気
質
を
持
っ
た
男
性
を
愛
す

る
こ
と
の
出
来
る
感
情
の
細
や
か
な
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
エ
リ
ー
ザ

ベ
ト
。
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
は
永
遠
に
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
と
別
れ
た
後
、
生
涯
彼
女

と
の
思
い
出
を
大
切
に
し
な
が
ら
、
独
身
を
通
す
。

　
「
こ
れ
で
お
し
ま
い
な
ん
て
、
け
っ
し
て
し
な
い
で
ね
」
と
彼
女
は
言
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
僕
は
何
か
言
い
か
け
た
だ
け
で
言
葉
に
な
ら
な
か
っ
た
。

た
だ
彼
女
を
じ
っ
と
見
つ
め
た
。
彼
女
は
両
親
の
視
線
や
弟
の
怒
り
を
込
め

た
視
線
を
か
い
く
ぐ
っ
て
じ
っ
と
ぼ
く
を
悲
し
そ
う
な
目
で
見
つ
め
て
い
た
。

■ 

３ 

フ
ー
ズ
ム
と
私

　

僕
は
突
然
た
ま
ら
な
く
な
っ
て
、
シ
ュ
ト
ル
ム
が
生
涯
の
大
半
を
過
ご
し

た
フ
ー
ズ
ム
と
い
う
町
ま
で
出
か
け
て
い
っ
た
。
ハ
ン
ブ
ル
グ
か
ら
列
車
に

乗
っ
て
フ
ー
ズ
ム
に
向
か
っ
た
。
人
家
が
少
な
く
、
と
き
ど
き
羊
だ
か
牛
だ

か
が
点
在
し
て
い
る
。
着
い
た
町
は
、
赤
や
黄
色
の
色
と
り
ど
り
の
壁
の
色

が
き
れ
い
な
西
洋
の
童
話
に
出
て
く
る
よ
う
な
町
。
こ
の
色
合
い
は
後
で
調

べ
る
と
デ
ン
マ
ー
ク
風
な
の
だ
と
か
。
北
海
に
臨
む
港
に
は
漁
船
が
停
泊
し

て
い
る
。
静
か
な
寂
し
い
町
だ
っ
た
。 

　

ぼ
く
は
『
イ
ン
メ
ン
ゼ
ー
』
を
読
む
と
き
、ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
と
自
分
と
を
、

エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
と
大
学
時
代
の
恋
人
と
を
い
つ
も
重
ね
て
読
ん
で
い
た
。
こ

の
本
を
読
み
始
め
た
時
は
、丁
度
彼
女
と
の
恋
愛
が
は
じ
ま
っ
た
時
だ
っ
た
。

僕
た
ち
は
大
学
の
真
新
し
い
視
聴
覚
室
で
顔
を
見
合
わ
せ
な
が
ら
ド
ヴ
ォ
ル

ザ
ー
ク
の
新
世
界
を
聴
い
て
い
た
。
後
で
彼
女
が
シ
ュ
ト
ル
ム
の
『
白
馬
の

騎
士
』
を
貸
し
て
く
れ
た
。
そ
ん
な
わ
け
だ
か
ら
、
い
つ
の
ま
に
か
、
シ
ュ

ト
ル
ム
の
町
、
フ
ー
ズ
ム
ま
で
が
、
ぼ
く
た
ち
の
思
い
出
と
重
な
っ
て
い
る

と
思
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
買
っ
て
は
な
く
し
、
な
く
し
て
は
買
っ
て
を
繰

り
返
し
、
読
ん
で
い
く
内
に
彼
女
と
の
思
い
出
は
、
ど
ん
ど
ん
ま
だ
見
た
こ

と
も
な
い
フ
ー
ズ
ム
の
風
景
と
重
な
っ
て
行
っ
た
。
だ
か
ら
、
ぼ
く
は
彼
女

の
面
影
を
求
め
て
彼
女
が
恋
し
く
て
し
か
た
な
く
フ
ー
ズ
ム
ま
で
そ
れ
こ
そ

飛
ん
で
行
っ
た
。

　

な
の
に
、
こ
の
美
し
い
町
の
ど
こ
を
歩
い
て
も
、
彼
女
の
面
影
な
ん
て
ど

こ
に
も
な
か
っ
た
。
広
い
通
り
に
も
、
石
畳
の
狭
い
路
地
に
も
、
教
会
の
尖

塔
に
も
、
青
い
ク
ロ
ッ
カ
ス
が
咲
き
誇
っ
て
い
た
公
園
に
も
、
漁
船
が
た
く

さ
ん
つ
な
が
れ
て
い
た
港
に
も
。
そ
の
向
こ
う
に
は
寂
し
い
暗
い
海
が
続
く

ば
か
り
だ
っ
た
。

　

季
節
は
ず
れ
の
が
ら
空
き
の
ホ
テ
ル
の
一
室
で
一
睡
も
出
来
ず
、
日
が
昇

る
と
す
ぐ
に
霧
が
た
ち
こ
め
る
ど
ん
よ
り
曇
っ
た
寒
い
空
の
下
、
僕
は
お
城

跡
の
公
園
を
む
や
み
に
さ
迷
っ
た
。
や
が
て
一
面
に
咲
き
誇
っ
て
い
た
ク

ロ
ッ
カ
ス
の
淡
い
紫
を
長
い
こ
と
見
つ
め
た
ま
ま
歩
け
な
く
な
っ
た
。
紫
の

中
に
溶
け
込
ん
で
消
え
て
し
ま
い
た
か
っ
た
。

■ 

１ 

冒
頭
と
私

　
『
み
ず
う
み
』（
原
題
：Im

m
ensee

、
１
８
４
９
年
）
は
、
ド
イ
ツ
の

作
家
テ
オ
ド
ー
ル
・
シ
ュ
ト
ル
ムTheodor W

. S
torm

（
１
８
１
７
～

１
８
８
８
）
の
短
い
小
説
で
す
。
日
本
で
は
長
く
ド
イ
ツ
語
の
テ
キ
ス
ト
と

し
て
使
用
さ
れ
て
き
た
せ
い
で
、
フ
ア
ン
の
多
い
小
説
で
す
。

　

シ
ュ
ト
ル
ム
は
北
ド
イ
ツ
の
北
海
に
面
し
た
フ
ー
ズ
ム
に
生
ま
れ
た
人

で
、
そ
の
地
域
は
デ
ン
マ
ー
ク
領
に
な
っ
た
り
ド
イ
ツ
領
に
な
っ
た
り
し
た

と
こ
ろ
で
す
。
弁
護
士
と
し
て
活
動
し
、
70
歳
で
死
去
し
、
フ
ー
ズ
ム
の
聖

ユ
ル
ゲ
ン
墓
地
に
葬
ら
れ
ま
し
た
。
他
の
代
表
作
と
し
て
『
白
馬
の
騎
士
』

が
あ
り
ま
す
。

　

私
が
声
楽
家
を
と
り
あ
え
ず
目
指
し
、
人
生
を
迷
い
に
迷
っ
て
い
た
と
き

に
出
会
っ
た
本
で
、
そ
れ
以
来
、
ふ
と
無
性
に
読
み
た
く
な
っ
て
新
た
に
買
っ

て
は
読
み
返
し
、ま
た
無
く
し
て
、ま
た
買
っ
て
は
読
み
直
し
て
い
る
本
で
す
。

　

そ
う
し
て
私
は
い
つ
も
ま
た
同
じ
フ
レ
ー
ズ
か
ら
読
み
始
め
ま
す
。
こ
れ

で
何
度
目
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
思
い
な
が
ら
。

　
「
晩
秋
の
あ
る
午
後
の
こ
と
、
み
な
り
の
立
派
な
ひ
と
り
の
老
人
が
、
ゆ
っ

く
り
往
来
を
下
り
て
い
っ
た
」

　

こ
の
老
人
が
こ
の
短
編
の
主
人
公
で
、
彼
の
回
想
と
し
て
初
恋
物
語
が
は

じ
ま
り
ま
す
。
最
初
に
、
老
人
が
研
究
に
使
っ
て
い
る
こ
じ
ん
ま
り
と
し
た

一
室
の
薄
暗
く
孤
独
な
た
た
ず
ま
い
が
描
写
さ
れ
、
そ
の
最
後
で
、
主
人
公

に
「
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
！
」
と
切
な
く
さ
さ
や
か
せ
て
い
ま
す
。

　

エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
が
主
人
公
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
の
仲
の
良
い
幼
友
達
で
初
恋
の

相
手
で
す
。
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
は
結
局
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
の
友
達
で
羽
振
り
の
良

い
実
業
家
と
結
婚
し
ま
す
。
結
婚
後
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
は
一
度
だ
け
エ
リ
ー

ザ
ベ
ト
を
訪
ね
ま
す
。
二
人
の
間
に
密
か
に
や
る
せ
な
い
感
情
が
行
き
来
し

ま
す
。
二
人
は
ど
う
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
人
生
の
選
択
は
何
が
正
し
く
、

何
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
、
誰
に
も
分
か
り
ま
せ
ん
。
た
だ
た
だ
悔
恨
の
悩

ま
し
い
感
情
に
包
ま
れ
る
ば
か
り
で
す
。

■ 

２ 

別
れ
の
朝

　

ド
イ
ツ
へ
向
か
う
飛
行
機
の
中
で
新
し
く
買
っ
た
『
イ
ン
メ
ン
ゼ
ー
』
を

ま
た
読
ん
で
い
た
。

　

永
遠
に
別
れ
る
こ
と
を
決
め
た
朝
を
待
つ
夜
、
二
人
は
一
睡
も
出
来
ず
に

別
々
の
室
で
過
ご
し
て
い
る
。
朝
、
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
は
黙
っ
て
出
て
行
こ
う

と
す
る
。
そ
こ
へ
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
が
降
り
て
く
る
。

読
書
カ
フ
ェ

『
み
ず
う
み
』
と
私安

田 

寛
（
奈
良
教
育
大
学
教
授
）
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１
９
７
３
年
に
京
都
大
学
理
学
部
に
入
学
し
て
、
大
学
に
入
れ
ば
自
主

ゼ
ミ
を
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
１
回
生
の
時
は
、
当
初
は
化
学
を
専
攻
し

よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
、ポ
ー
リ
ン
グ
『
化
学
結
合
論
』
や
ボ
ー
ル
ド
ウ
ィ

ン
『
動
的
生
化
学
』
を
独
学
し
て
い
た
が
、
大
学
に
も
慣
れ
て
き
て
、
２
回

生
の
時
に
、自
主
ゼ
ミ
に
参
加
し
た
。
そ
の
時
の
テ
キ
ス
ト
が
ワ
ト
ソ
ン『
遺

伝
子
の
分
子
生
物
学
』
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
本
は
、
上
質
紙
を
用
い
て
綺
麗
で
明
確
な
図
が
ふ
ん
だ
ん
に
使
わ
れ

て
い
て
、
当
時
と
し
て
は
、
非
常
に
ビ
ュ
ー
テ
ィ
フ
ル
な
本
で
あ
っ
た
。
目

に
見
え
な
い
分
子
の
世
界
を
、
図
と
文
で
し
っ
か
り
と
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も

の
で
、
初
め
て
分
子
生
物
学
に
触
れ
た
学
生
に
と
っ
て
刺
激
的
で
あ
っ
た
。

分
子
生
物
学
と
い
う
新
し
い
学
問
を
、
最
新
の
成
果
を
紹
介
し
な
が
ら
、
論

理
的
に
展
開
さ
れ
て
い
て
、
モ
ダ
ン
で
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
雰
囲
気
を
醸
し
出

し
て
い
た
。
学
生
な
が
ら
学
問
の
世
界
に
足
を
一
歩
踏
み
入
れ
る
こ
と
が
で

き
た
よ
う
な
気
に
さ
せ
る
本
で
あ
っ
た
。
一
言
で
云
え
ば
「
読
め
ば
賢
く
な

れ
る
よ
う
な
本
」
で
あ
っ
た
。

　

我
々
が
テ
キ
ス
ト
に
用
い
た
本
は
、
第
２
版
日
本
語
版
で
あ
っ
た
が
、
翌

年
、
第
３
版
英
語
版
が
出
て
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
て
い
た
。
第
２
版
で

は
、
主
に
大
腸
菌
の
シ
ン
プ
ル
な
世
界
で
の
分
子
生
物
学
が
記
載
さ
れ
て
い

た
が
、
高
等
生
物
の
細
胞
で
展
開
さ
れ
る
世
界
の
部
分
が
増
加
し
て
い
た
。

こ
れ
は
、版
を
重
ね
る
ご
と
に
ボ
リ
ュ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
、

大
学
院
生
時
代
に『
細
胞
の
分
子
生
物
学
』に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。こ
れ
が
、

版
を
重
ね
て
現
在
の
第
５
版
と
な
っ
て
い
る
。
大
腸
菌
の
分
子
生
物
学
が
、

遺
伝
子
工
学
と
い
う
研
究
手
段
と
な
っ
て
、
対
象
を
高
等
生
物
の
細
胞
に
拡

げ
て
い
き
、
細
胞
の
分
子
生
物
学
へ
と
自
己
発
展
し
て
き
た
分
子
生
物
学
の

歴
史
的
な
経
過
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
り
、『
遺
伝
子
の
分
子
生
物
学
』
が
『
細

胞
の
分
子
生
物
学
』に
変
わ
る
の
は
必
然
の
帰
結
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

た
だ
、
現
在
の
『
細
胞
の
分
子
生
物
学
』
は
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
ア
ッ
プ
し
す
ぎ

て
、
辞
典
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
、『
遺
伝
子
の
分
子
生
物
学
』
の
様

な
刺
激
性
が
薄
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
が
残
念
で
あ
る
。

　

さ
て
、
ワ
ト
ソ
ン
『
遺
伝
子
の
分
子
生
物
学
』
が
名
著
で
あ
っ
て
、
筆
者

の
世
代
に
影
響
を
与
え
た
と
言
え
る
が
、筆
者
が
、こ
の
本
を「
読
書
カ
フ
ェ
」

で
取
り
上
げ
た
の
は
、
最
初
の
自
主
ゼ
ミ
の
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

　

自
主
ゼ
ミ
は
、
人
に
よ
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
の
読
み
方
・
見
え
方
が
違
う
こ

　

物
語
の
最
後
は
再
び
、
侘
び
し
い
一
室
で
あ
る
。
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
は
暗
い

部
屋
で
ま
た
エ
リ
ー
ザ
ベ
ト
と
の
思
い
出
に
耽
っ
て
い
る
。
そ
し
て
最
後
の

一
節
は
こ
う
し
て
終
わ
る
。

　
「
そ
れ
か
ら
、
彼
は
ま
た
椅
子
を
机
の
と
こ
ろ
に
引
き
よ
せ
て
、
開
か
れ

て
い
た
書
物
の
一
冊
を
と
り
あ
げ
、
か
つ
て
の
青
春
の
力
を
そ
そ
い
だ
研
究

に
ふ
け
っ
た
。」

　

僕
は
ラ
イ
ン
ハ
ル
ト
の
よ
う
に
研
究
に
没
頭
し
た
。
そ
し
て
最
初
の
著
書

『
唱
歌
と
十
字
架
』
を
書
き
上
げ
た
。

＊	

そ
の
先
の
読
書
の
た
め
に

　『
み
ず
う
み
』（
原
題
：Im

m
ensee

、
１
８
４
９
年
）
は
、
北
ド
イ
ツ

の
ハ
ン
ブ
ル
ク
か
ら
デ
ン
マ
ー
ク
と
の
国
境
に
向
か
う
列
車
に
乗
る
と

行
け
る
フ
ー
ズ
ム
と
い
う
港
町
で
生
ま
れ
た
ド
イ
ツ
の
作
家
テ
オ
ド
ー

ル
・
シ
ュ
ト
ル
ム
（
１
８
１
７
〜
１
８
８
８
）
の
最
も
人
気
の
あ
る
短

い
小
説
で
す
。
日
本
で
は
長
く
ド
イ
ツ
語
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ

れ
て
き
た
せ
い
で
、
フ
ア
ン
の
多
い
小
説
で
す
。
作
家
の
故
郷
に
あ
る

記
念
館
を
訪
ね
る
と
、
日
本
の
ド
イ
ツ
語
テ
キ
ス
ト
が
陳
列
し
て
あ
り

ま
す
。

　
幼
な
じ
み
で
あ
る
恋
人
と
の
最
後
の
切
な
い
別
れ
が
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク

ス
で
、
そ
れ
か
ら
恋
人
を
生
涯
忘
れ
ら
れ
ず
に
い
る
初
老
の
学
者
の
回

想
の
形
式
を
と
っ
て
い
ま
す
。
セ
ン
チ
メ
ン
タ
ル
で
ノ
ス
タ
ル
ジ
ー
に

満
ち
て
い
て
、
同
時
代
人
で
北
ド
イ
ツ
の
ハ
ン
ブ
ル
グ
で
生
ま
れ
た
ブ

ラ
ー
ム
ス
の
交
響
曲
に
通
ず
る
よ
う
な
胸
を
し
め
つ
け
る
感
情
が
迫
っ

て
き
ま
す
。
ブ
ラ
ー
ム
ス
は
お
好
き
、
で
す
か
？
　

　
人
生
の
終
わ
り
に
さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
人
は
そ
れ
ま
で
を
振
り
返
っ

た
時
、
い
っ
た
い
何
を
思
い
出
す
で
し
ょ
う
か
。
多
く
の
人
に
と
っ
て

若
い
時
の
か
な
わ
な
か
っ
た
恋
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
本
は
私
が
声
楽
家
を
と
り
あ
え
ず
目
指
し
、
人
生
を
迷
い
に
迷
っ

て
い
た
と
き
に
出
会
っ
た
本
で
、
そ
れ
以
来
、
時
に
ふ
と
無
性
に
読
み

た
く
な
っ
て
新
た
に
買
っ
て
は
読
み
返
し
、
ま
た
無
く
し
て
、
ま
た
買
っ

て
は
読
み
直
し
て
い
る
本
で
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
私
の
人
生
に
深
く

関
わ
っ
て
い
る
小
説
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
平
凡
だ
け
に
あ
る
意
味
む

な
し
い
私
の
人
生
に
さ
さ
や
か
で
は
あ
る
け
れ
ど
ほ
の
か
な
意
味
を
与

え
続
け
て
く
れ
た
小
説
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

第 7 回
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最
初
の
自
主
ゼ
ミ
の
テ
キ
ス
ト

ワ
ト
ソ
ン『
遺
伝
子
の
分
子
生
物
学
』

礒
野
高
敬（
滋
賀
医
科
大
学
准
教
授
）
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1948 年山口県生まれ。国立音楽大学大学
院修士課程修了。現在奈良教育大学教授。
著書に『唱歌と十字架』、『日韓唱歌の源
流』、『唱歌という奇跡 十二の物語』、『日
本の唱歌と太平洋の讃美歌』がある。現
在最新作『アウグスト・フェルディナンド・
バイエル』を執筆中。美食家かつ偏食な
らぬ偏読家。太平洋の捕鯨と唱歌の関係
を研究中。

安田 寛 ［奈良教育大学教授］



と
が
面
白
か
っ
た
。
難
し
い
内
容
を
理
解
し
て
ド
ラ
え
も
ん
の
「
翻
訳
コ
ン

ニ
ャ
ク
」
の
よ
う
に
説
明
し
て
解
説
し
て
く
れ
る
人
、
テ
キ
ス
ト
の
中
に
隠

れ
て
い
る
解
ら
な
い
こ
と
が
見
え
る
人
、
テ
キ
ス
ト
の
内
容
を
越
え
て
我
々

に
は
思
い
付
か
な
い
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
人
等
が
い
た
。
自
主
ゼ
ミ
を
通

じ
て
、
自
分
流
の
読
み
方
だ
け
で
な
く
、
１
冊
の
テ
キ
ス
ト
を
何
通
り
も
の

読
み
方
で
読
む
こ
と
が
で
き
た
わ
け
だ
。
こ
の
お
か
げ
で
本
や
論
文
を
批
判

的
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
参
加
者
同
士
、
口
角
泡
を
吹
く
よ
う
な
議
論
を
し
て
も
、
討
論
で

お
互
い
を
認
め
合
え
る
存
在
に
な
れ
た
。
夏
休
み
に
は
、
ゼ
ミ
の
夏
合
宿
に

出
か
け
た
り
し
て
、
楽
し
く
学
べ
る
沢
山
の
仲
間
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。

ワ
ト
ソ
ン
『
遺
伝
子
の
分
子
生
物
学
』
の
自
主
ゼ
ミ
が
終
わ
っ
た
後
も
、
学

生
時
代
は
、
引
き
続
き
、
レ
ニ
ン
ジ
ャ
ー
『
生
化
学
』
の
自
主
ゼ
ミ
や
岩
波

の
生
物
学
講
座
の
テ
キ
ス
ト
を
用
い
た
大
学
院
入
試
対
策
ゼ
ミ
を
仲
間
た
ち

と
行
っ
た
。
そ
の
お
か
げ
で
、ゼ
ミ
仲
間
と
一
緒
に
大
学
院
に
合
格
で
き
た
。

大
学
院
生
時
代
に
は
、
研
究
室
に
そ
れ
ぞ
れ
別
れ
て
い
っ
た
が
、「
生
化
学

若
い
研
究
者
の
会
夏
の
学
校
」
の
事
務
局
を
一
緒
に
担
う
な
ど
の
繋
が
り
を

保
っ
た
。
就
職
で
全
国
各
地
に
別
れ
て
い
っ
た
後
も
、
交
流
が
続
き
、
分
子

生
物
学
会
等
で
仲
間
た
ち
と
会
う
の
が
楽
し
み
に
な
っ
て
い
る
。

　

ワ
ト
ソ
ン
『
遺
伝
子
の
分
子
生
物
学
』
は
、
自
主
ゼ
ミ
の
テ
キ
ス
ト
に
し

て
読
ん
で
、
今
の
研
究
の
考
え
方
の
土
台
を
築
い
て
く
れ
た
学
問
的
な
財
産

と
な
る
本
で
あ
っ
た
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
以
上
に
、
楽
し
く
学
べ
る

沢
山
の
仲
間
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
人
生
の
財
産
を
も
た
ら
し
て
く
れ
た
本

だ
と
思
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ワ
ト
ソ
ン
『
遺
伝

子
の
分
子
生
物
学
』
に
そ
れ
だ
け
の
力
が
あ
る
本
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

＊
そ
の
先
の
読
書
の
た
め
に

　
そ
の
後
読
ん
だ
お
奨
め
の
本

カ
ー
ソ
ン
『
沈
黙
の
春
』（
新
潮
文
庫
１
９
７
４
年
ほ
か
）、

ド
ー
キ
ン
ス
『
生
物
＝
生
存
機
械
論
』（
紀
伊
国
屋
書
店
１
９
８
０
年
）

『
利
己
的
な
遺
伝
子
』
に
改
題
、

セ
ー
ガ
ン
『
エ
デ
ン
の
恐
竜
』（
秀
潤
社
１
９
８
０
年
）、

ス
コ
フ
ェ
ニ
ル
『
ア
ン
チ
・
チ
ャ
ン
ス
』（
み
す
ず
書
房
１
９
８
４
年
）、

ジ
ャ
コ
ブ
『
内
な
る
肖
像
』（
み
す
ず
書
房
１
９
８
９
年
）『
可
能
世

界
と
現
実
世
界
』（
み
す
ず
書
房
１
９
９
４
年
）。

　
最
後
に
、
自
分
が
今
生
物
学
を
行
っ
て
い
る
の
に
影
響
を
受
け
て

い
る
と
考
え
る
一
番
の
本
は
、
中
学
生
時
代
に
よ
ん
だ
手
塚
治
虫
の

漫
画
『
火
の
鳥
』
で
す
。「
生
物
」
と
い
う
よ
り
も
「
生
命
」
と
は
何

か
を
問
い
か
け
た
も
の
で
し
た
。

menu
読書カフェ     

読書カフェ 座談会

鶴見俊輔『限界芸術論』を読む

VO L.2

小暮宣雄 [ 京都橘大学教員 ]

●	日　時：2010年5月17日（月）17：00～19：00
●	会　場：京都橘大学	クリスタルカフェ

語り手	…

第 5 回

安田	寛 [ 奈良教育大学教授 ]

●	日　時：2010年6月18日（金）18：00～20：00
●	会　場：奈良教育大学	生協食堂ホール

『みずうみ』と私

語り手	…

第 6 回

礒野高敬 [ 滋賀医科大学准教授 ]

●	日　時：2010年 7月20日（火）18：00～20：00
●	会　場：滋賀医科大学	生協食堂ホール

最初の自主ゼミのテキスト
ワトソン「遺伝子の分子生物学」

語り手	…

第 7 回

語り手	… 川添信介 [ 京都大学教授 ]

小暮宣雄 [ 京都橘大学教員 ]

安田		 寛 [ 奈良教育大学教授 ]

名和又介 [ 同志社大学教授 ]
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礒野 高敬［滋賀医科大学准教授］

1954 年兵庫県川西市生れ。京都大学理学部で学
び京都大学大学院へ。生協の活動をしていた同級
生に誘われて、京大生協の読書推進雑誌「綴葉（て
いよう）」の編集にかかわる。3 年のオーバードク
ター時代を経て、滋賀医科大学微生物学講座の助
手。実験実習支援センターに移って、現在准教授。
実験実習支援センターは、ひとつの講座では買え
ないような高額の実験機器を大学全体で共有して、
みんなで使うセンターで、生協と似た考え方と運営
になっています。


