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対
談

小
池
一
夫
氏
×
高
井
昌
史
氏
「
桜
美
林
大
学
叢
書
」（
発
売
・
論
創
社
）創
刊
に
よ
せ
て

本は人生の指針をつくってくれる
家庭のなかでも、社会のなかでも、「読書の連携」をつなげていってほしい

対談 小池一夫 × 高井昌史
桜
美
林
大
学
出
版
会
か
ら
、「
知
の
発
信
」「
現
代

教
養
」「
希
望
の
指
針
」
を
謳
う
桜
美
林
大
学
叢
書

の
刊
行
が
続
い
て
い
る
（
発
売
は
論
創
社
）。同
叢

書
の
み
な
ら
ず
、
本
を
め
ぐ
る
過
去
・
現
在
・
未

来
、
「
私
に
と
っ
て
の
一
冊
」
な
ど
に
つ
い
て
、

学
校
法
人
桜
美
林
学
園
理
事
長
の
小
池
一
夫
氏

と
、
株
式
会
社
紀
伊
國
屋
書
店
代
表
取
締
役
会
長

兼
社
長
の
高
井
昌
史
氏
に
対
談
し
て
い
た
だ
い

た
。（
対
談
日
・
７
月
２１
日
、
桜
美
林
大
学
千
駄
ヶ

谷
キ
ャ
ン
パ
ス
に
て
）

本
を
読
む
人
は

孤
独
で
は
な
い

高
井

若
者
の
読
書
離
れ
と
い
う
言
い
方
は
も
は
や
紋
切
り
型
で

す
が
、
と
は
い
え
小
さ
い
と
き
か
ら
読
書
の
習
慣
を
身
に
つ
け
な
い

と
い
け
ま
せ
ん
。
ま
ず
、
学
校
の
図
書
室
が
充
実
し
て
い
な
い
と
い

け
ま
せ
ん
。
図
書
予
算
が
貧
弱
で
す
。
古
い
百
科
事
典
で
は
い
ま
や

勉
強
に
な
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
大
事
な
こ
と
は
司
書
教
諭
を
置
く
こ

と
で
す
。
読
書
に
も
コ
ー
チ
ン
グ
が
必
要
で
す
。
我
流
で
プ
ロ
野
球

選
手
に
な
っ
た
人
は
い
ま
せ
ん
。
ま
た
、
都
心
部
だ
と
半
数
近
く
の

小
学
生
が
中
学
受
験
を
し
ま
す
。
「
本
な
ん
か
読
ん
で
い
た
ら
合
格

で
き
な
い
よ
」
と
言
う
先
生
が
い
る
そ
う
で
す
。
逆
で
し
ょ
う
。
本

を
読
ま
な
い
か
ら
受
か
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
。
受
験
勉
強
に
追
わ
れ

て
、
小
学
校
四
年
生
く
ら
い
で
読
書
の
習
慣
が
途
切
れ
て
し
ま
う
。

そ
の
後
は
ク
ラ
ブ
活
動
な
ど
も
あ
る
か
ら
、
読
書
の
習
慣
が
な
か
な

か
戻
っ
て
こ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
読
書
を
続
け
て
大
学
生
に
な
る
子
も

当
然
い
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
が
少
な
い
。
子
ど

も
が
読
書
を
継
続
で
き
る
環
境
を
大
人
が
し
っ
か
り
と
つ
く
っ
て
い

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
ま
す
。

小
池

そ
う
で
す
ね
。
お
子
さ
ん
が
特
に
小
さ
い
と
き
、
ま
だ
文

字
が
読
め
な
い
よ
う
な
と
き
の
ご
家
庭
で
の
読
み
聞
か
せ
の
積
み
重

ね
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
同
時
に
、
身
近
な
と
こ
ろ
に
本
が
あ
る

環
境
で
子
ど
も
を
育
て
る
と
い
う
の
も
大
切
な
こ
と
だ
と
思
い
ま

す
。
私
の
子
ど
も
が
小
さ
い
と
き
、
私
が
不
在
の
と
き
に
書
斎
に
子

ど
も
が
入
っ
て
、
本
に
い
た
ず
ら
書
き
を
し
ま
し
た
。
後
で
私
は
そ

の
本
を
広
げ
て
気
づ
い
た
の
で
す
が
、
私
が
い
な
い
と
き
に
子
ど
も

は
本
を
本
棚
か
ら
出
し
た
り
入
れ
た
り
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
親
の

習
慣
を
子
ど
も
は
見
て
い
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

私
は
、
書
店
に
自
分
の
必
要
な
本
を
見
に
い
く
と
き
に
、
例
え
ば

新
書
だ
と
す
る
と
、
自
分
が
欲
し
い
本
の
両
隣
に
あ
る
本
を
、
こ
れ

は
ご
縁
だ
と
思
っ
て
一
度
広
げ
て
み
ま
す
。
日
頃
は
手
に
取
ら
な
い

よ
う
な
本
の
な
か
に
、
自
分
の
新
し
い
発
想
を
喚
起
し
て
く
れ
る
も

の
が
あ
っ
た
り
し
ま
す
。
読
書
の
継
続
と
同
時
に
、
好
奇
心
を
持
た

せ
る
よ
う
な
教
育
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
私
が
中
学
校
の
と
き
の

先
生
に
は
、
よ
く
本
を
読
ま
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
と
き
は
た
だ
「
や

ら
さ
れ
る
」
感
覚
で
し
た
が
、
本
を
読
む
習
慣
を
つ
く
っ
て
く
れ
た

ん
だ
な
と
、
い
ま
と
な
っ
て
は
思
い
ま
す
。
本
は
文
化
を
支
え
る
大

事
な
も
の
で
す
し
、
本
を
読
ま
な
い
と
思
考
力
は
深
ま
り
ま
せ
ん
。

ま
た
、読
書
に
よ
っ
て
自
分
の
言
語
感
覚
を
磨
く
こ
と
も
で
き
ま
す
。

情
報
を
得
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
自
分
が
情
報
を
発
信
す
る
と
き
の

き
っ
か
け
を
つ
く
る
た
め
に
も
読
書
は
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

高
井

家
に
三
〇
〇
冊
の
本
が
あ
れ
ば
よ
い
子
が
育
つ
、
と
私
は

よ
く
言
い
ま
す
。
私
の
場
合
、
親
が
本
好
き
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
わ

か
り
ま
せ
ん
が
、
家
に
本
が
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
吉
川
英
治
の

『
太
閤
記
』
や
中
里
介
山
の
『
大
菩
薩
峠
』
な
ど
で
、
高
校
生
く
ら

い
に
な
る
と
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
家
に
置
い
て
あ
っ
た
の

で
週
刊
誌
も
読
む
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
自
分
の
ま
わ
り

に
本
が
あ
れ
ば
手
に
取
る
よ
う
に
な
る
ん
で
す
ね
。
そ
し
て
、
若
い

と
き
に
手
に
取
っ
た
本
の
傾
向
は
、
そ
の
後
も
ず
っ
と
引
き
ず
る
と

思
い
ま
す
。
私
は
い
ま
だ
に
歴
史
も
の
が
好
き
で
す
。
そ
の
意
味
で

は
、
ハ
ヤ
カ
ワ
・
ミ
ス
テ
リ
や
外
国
文
学
の
本
が
も
し
自
分
の
家
に

た
く
さ
ん
あ
っ
た
ら
、
私
は
ミ
ス
テ
リ
好
き
、
外
国
文
学
好
き
に
な

っ
て
い
た
で
し
ょ
う
。
本
の
持
つ
影
響
力
は
相
当
な
も
の
が
あ
り
ま

す
。
人
生
の
指
針
を
つ
く
っ
て
し
ま
う
。

私
ら
の
世
代
だ
と
、
学
校
の
先
生
が
旧
制
高
校
出
身
だ
っ
た
り
し

ま
し
た
。
旧
制
高
校
の
三
年
間
は
、
本
さ
え
読
ん
で
、
教
養
を
身
に

つ
け
れ
ば
よ
か
っ
た
と
も
云
わ
れ
て
い
ま
す
。
「
デ
カ
ン
シ
ョ
節
」

と
い
わ
れ
ま
し
た
。
「
デ
」
カ
ル
ト
、
「
カ
ン
」
ト
、
「
シ
ョ
」
ー
ペ

ン
ハ
ウ
エ
ル
で
す
。
デ
カ
ン
シ
ョ
で
半
年
過
ご
し
、
残
り
の
半
年
は

寝
て
過
ご
し
た
。
当
時
の
高
等
教
育
に
お
い
て
は
、
徹
底
的
に
本
を

読
ま
せ
る
わ
け
で
す
。
翻
っ
て
、
現
在
の
高
等
教
育
は
急
ぎ
す
ぎ
て

い
る
と
思
い
ま
す
。
就
職
活
動
で
学
生
が
圧
迫
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず

は
先
生
た
ち
が
本
を
読
ま
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
「
学
生
と
一
緒

に
読
む
」
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
昔
は
読
書
会
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た

し
、
ゼ
ミ
は
実
質
的
に
読
書
会
で
し
た
よ
ね
。

小
池

読
み
方
に
は
「
多
読
」
と
「
精
読
」
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

高
等
教
育
の
場
合
は
、
き
ち
ん
と
精
読
し
て
内
容
を
理
解
す
る
こ
と

が
最
も
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
読
書
の
習
慣
が
あ
れ
ば
、
本
の
「
読

み
方
」
も
身
に
つ
い
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

本
は
、
必
ず
し
も
最
初
か
ら
ず
っ
と
読
ん
で
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
行
き
つ
戻
り
つ
が
で
き
る
。
本
の
一

番
い
い
と
こ
ろ
は
、
い
つ
で
も
好
き
な
時
間
に
、
好
き
な
読
み
方
で
、

自
分
の
ペ
ー
ス
で
、
著
者
が
書
い
た
も
の
に
つ
い
て「
対
話
」が
で
き

る
と
こ
ろ
だ
と
思
い
ま
す
。
欄
外
に
書
き
込
み
を
し
た
り
し
て
、
本

に
は
値
段
以
上
の
も
の
が
入
っ
て
い
る
、
こ
れ
は
自
分
だ
け
の
も
の

だ
、
と
い
う
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
よ
う
な
読
み
方
を
教
え
ら
れ
た
ら

い
い
な
と
思
い
ま
す
。

な
ぜ
こ
ん
な
に
た
く
さ
ん
の
本
が
出
版
さ
れ
続
け
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。
み
ん
な
の
考
え
方
が
違
う
か
ら
で
す
。
仮
に
、
似
た
よ
う

な
も
の
に
関
心
を
持
っ
て
い
る
人
が
三
人
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
感

じ
方
に
は
違
い
が
あ
り
、
三
者
三
様
で
す
。
大
学
の
授
業
で
は
、
教

え
る
と
い
う
よ
り
は
刺
激
を
与
え
る
、
「
向
学
心
に
火
を
つ
け
る
」

こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
一
度
興
味
を
持
っ
た
な
ら
ば
、
そ
の
興

味
を
い
か
に
自
分
の
も
の
に
し
て
い
く
か
と
い
う
方
法
論
を
伝
授
す

る
こ
と
が
大
学
教
育
に
お
い
て
は
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

高
井

特
に
若
い
人
た
ち
に
と
っ
て
、
本
を
読
ん
で
い
る
人
と
い

う
の
は
、
孤
独
で
、
人
付
き
合
い
が
悪
い
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
と
思

い
ま
す
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
本
を
読
む
人
は
孤
独
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
ぜ
ひ
、
「
こ
ん
な
本
を
読
ん
だ
よ
」
と
、
他
の

人
に
自
慢
し
て
ほ
し
い
。
他
の
人
が
そ
れ
で
本
を
手
に
取
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
う
や
っ
て
家
庭
の
な
か
で
も
、
社
会
の
な
か
で
も
、

「
読
書
の
連
携
」
を
つ
な
げ
て
い
っ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

小
池

読
書
会
の
話
が
出
ま
し
た
が
、
私
も
学
生
た
ち
と
よ
く
読

書
会
を
や
り
ま
し
た
が
、
私
ば
か
り
が
読
む
本
を
決
め
て
い
る
と
、

同
じ
よ
う
な
傾
向
の
本
ば
か
り
が
選
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
。
だ
か
ら
順
番
に
選
ぶ
人
を
変
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。

そ
し
て
選
ん
だ
一
冊
の
本
を
読
ん
で
い
き
ま
す
が
、
同
じ
土
俵
に
立

っ
て
も
読
み
方
の
違
い
が
出
て
き
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
学
生
も
段
々

と
本
を
読
む
こ
と
に
慣
れ
親
し
ん
で
く
る
と
、
読
み
方
が
自
分
の
ス

タ
イ
ル
か
ら
変
わ
っ
て
き
て
、
多
様
性
が
出
て
き
ま
す
。

高
井

映
画
も
芝
居
も
、
本
を
通
じ
て
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
原

作
が
あ
っ
た
り
も
し
ま
す
か
ら
ね
。
映
画
を
観
て
本
を
読
む
、
そ
の

逆
で
も
い
い
で
す
が
、
そ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
ミ
ッ
ク
ス
は
楽
し
い
で

す
よ
ね
。

小
池

そ
れ
は
、
紀
伊
國
屋
書
店
の
創
業
者
で
あ
る
田
辺
茂
一
が

考
え
た
紀
伊
國
屋
書
店
の
あ
り
方
で
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。

高
井

茂
一
は
昭
和
の
粋
人
で
す
ね
。
本
屋
し
か
や
ら
な
か
っ
た

ら
タ
ダ
の
人
だ
と
い
う
こ
と
で
、
あ
の
新
宿
で
一
番
い
い
場
所
に
劇

場
や
画
廊
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
す
。
喫
茶
店
も
昭
和
二
十
四
年
か
ら

あ
り
ま
し
た
。
い
ま
は
本
屋
の
な
か
に
喫
茶
店
が
あ
る
な
ん
て
普
通

の
こ
と
で
す
が
、
七
〇
年
前
か
ら
そ
う
し
た
発
想
を
持
っ
て
い
た
。

「
知
の
殿
堂
」
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
た
。
本
屋
の
な
か
に
劇
場
が

あ
る
と
い
う
の
は
、
世
界
的
に
も
類
例
が
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。
し
か
も
そ
の
劇
場
は「
新
劇
の
甲
子
園
」と
い
わ
れ
ま
し
た
。

つ
か
こ
う
へ
い
も
野
田
秀
樹
も
鴻
上
尚
史
も
、
紀
伊
國
屋
ホ
ー
ル
で

公
演
す
る
の
が
夢
で
、
そ
こ
で
育
っ
て
い
き
ま
し
た
。
演
出
家
だ
け

で
な
く
役
者
に
も
落
語
家
に
も
場
所
を
提
供
し
た
。
商
売
だ
け
を
考

え
た
ら
、
他
の
こ
と
を
や
っ
た
ほ
う
が
い
い
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
あ
の
人
の
頭
の
な
か
に
は
商
売
の
こ
と
が
な
か
っ
た
ん
じ

ゃ
な
い
か
な
（
笑
）
。
紀
伊
國
屋
書
店
を
舞
台
に
し
て
、
大
島
�
監

督
に
名
作『
新
宿
泥
棒
日
記
』を
撮
影
さ
せ
た
り
し
ま
し
た
。

私
が
紀
伊
國
屋
書
店
に
入
っ
た
こ
ろ
は
ま
だ
牧
歌
的
な
時

代
で
し
た
。
当
時
、
社
員
の
誕
生
日
に
は
五
〇
〇
円
以
下
の
本
を
一

冊
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
て
い
ま
し
た
。昭
和
四
〇
年
代
の
こ
と
で
す
か
ら
、

単
行
本
で
も
五
〇
〇
円
で
買
え
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
本
を

社
長
室
に
持
っ
て
い
く
と
、
「
高
井
君

誕
生
日
お
め
で
と
う
」
と

云
っ
て
、
サ
イ
ン
を
し
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
、
社
員
が
多
く
な

っ
た
の
で
、
そ
の
習
慣
は
じ
き
に
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
け
ど

ね
。
茂
一
に
は
十
五
冊
く
ら
い
の
著
書
が
あ
り
ま
す
が
、
自
社
か
ら

出
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
（
後
に
復
刻
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
す

が
）。
紀
伊
國
屋
書
店
の
出
版
部
は
ボ
ー
ヴ
ォ
ワ
ー
ル
や
エ
ー
リ
ッ

ヒ
・
フ
ロ
ム
の
翻
訳
書
を
出
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
か
ら
、
茂
一
の

本
を
編
集
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
（
笑
）
。
他
の
出
版
社
で
出
し

て
も
ら
っ
て
、
紀
伊
國
屋
書
店
で
売
っ
て
あ
げ
る
と
い
う
こ
と
で
し

た
。私

に
と
っ
て
の
一
冊
と

歴
史
の
重
さ

�
�
話
を
変
え
ま
し
て
、
「
私
に
と
っ
て
の
一
冊
」
を
挙
げ
て
く

だ
さ
い
ま
せ
ん
か
。

小
池

厨
川
文
夫
訳
の
『
ベ
ー
オ
ウ
ル
フ
』（
岩
波
文
庫
）
で
す
。

厨
川
先
生
が
慶
應
義
塾
大
学
を
辞
め
ら
れ
て
か
ら
お
亡
く
な
り
に
な

る
ま
で
、
成
城
大
学
で
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
私
の
専
門
は
八

世
紀
か
ら
一
二
世
紀
く
ら
い
ま
で
の
古
英
語
で
す
。
当
時
、
ど
う
い

う
発
音
を
し
て
い
た
の
か
、
ど
ん
な
単
語
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い

た
の
か
な
ど
、
多
く
を
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
『
ベ
ー
オ
ウ
ル

フ
』
は
八
世
紀
く
ら
い
に
書
か
れ
た
古
英
語
の
英
雄
叙
事
詩
で
、
そ

の
写
本
は
、
一
〇
〇
〇
年
頃
に
筆
写
さ
れ
た
も
の
で
、
大
英
図
書
館

に
一
冊
し
か
残
っ
て
い
ま
せ
ん
。
日
本
に
ま
だ
十
分
な
研
究
の
情
報

が
入
っ
て
き
て
い
な
か
っ
た
時
代
に
、
原
文
に
忠
実
な
、
き
ち
ん
と

し
た
翻
訳
を
厨
川
先
生
は
な
さ
っ
た
。
『
ベ
ー
オ
ウ
ル
フ
』
は
軍
記

も
の
で
す
。
こ
れ
を
訳
さ
れ
る
と
き
に
、
『
平
家
物
語
』
を
何
度
も

繰
り
返
し
読
ま
れ
た
ん
だ
そ
う
で
す
。
厨
川
先
生
は
『
平
家
物
語
』

の
文
体
で
『
ベ
ー
オ
ウ
ル
フ
』
を
訳
さ
れ
て
い
る
。
日
本
の
古
典
に

つ
い
て
も
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

高
井

私
は
半
藤
一
利
さ
ん
の
『
昭
和
史
』
『
昭
和
史

戦
後
篇
』

（
平
凡
社
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
）
で
す
。
ぜ
ひ
本
書
を
用
い
て
読
書
会
を

や
っ
て
ほ
し
い
。
特
に
若
い
人
た
ち
は
、
受
験
勉
強
に
関
係
な
い
か

ら
か
、
近
現
代
史
を
よ
く
知
ら
な
い
で
す
よ
ね
。
約
八
十
年
前
、
日

本
は
な
ぜ
無
謀
に
も
戦
争
に
進
ん
で
い
っ
た
の
か
。
こ
れ
は
ぜ
ひ
学

ん
で
ほ
し
い
こ
と
で
す
。
国
力
の
差
は
歴
然
と
し
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
「（
戦
争
を
）
や
っ
て
み
な
け
り
ゃ
わ
か
ら
ん
」
な
ど
と
言
い
、

何
百
万
人
も
亡
く
な
り
、
国
民
に
多
大
な
犠
牲
を
強
い
る
結
果
と
な

っ
た
。
山
本
五
十
六
が
一
九
四
三
年
に
亡
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

こ
で
止
め
て
お
け
ば
ま
だ
被
害
は
少
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
の

後
が
さ
ら
に
悲
惨
で
す
。
東
京
な
ど
各
地
へ
の
空
襲
と
原
爆
投
下
。

愚
か
な
戦
争
か
ら
学
び
、
平
和
を
追
求
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
自
国
の
歴
史
を
忘
れ
た
民
族
は
滅
び
る
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま

す
ね
。
ま
さ
に
そ
れ
で
す
。

平
和
で
な
け
れ
ば
ダ
メ
だ
と
痛
感
し
ま
す
。
平
和
で
な
け
れ
ば
読

み
た
い
本
を
自
由
に
読
む
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
そ
れ
以
上
に
本
が

売
れ
ま
せ
ん
。
紀
伊
國
屋
書
店
は
プ
ノ
ン
ペ
ン
や
ヤ
ン
ゴ
ン
な
ど
に

も
店
が
あ
り
ま
す
。
当
地
の
子
ど
も
た
ち
は
本
が
読
み
た
い
の
で
、

本
屋
が
で
き
る
と
嬉
し
い
。
た
だ
、
か
つ
て
の
日
本
も
そ
う
で
し
た

が
、
平
均
所
得
が
低
い
発
展
途
上
国
の
人
に
と
っ
て
、
本
は
高
価
な

も
の
で
す
。
そ
れ
で
も
子
ど
も
た
ち
は
目
を
輝
か
せ
て
貪
る
よ
う
に

本
を
読
ん
で
い
ま
し
た
。
発
展
途
上
国
の
多
く
が
教
育
立
国
を
目
指

し
て
い
る
の
は
素
晴
ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
紙
の
本

が
大
い
に
役
に
立
ち
ま
す
。

ペ
ン
ギ
ン
・
ラ
ン
ダ
ム
ハ
ウ
ス
と
い
う
出
版
社
が
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク

に
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
の
ト
ッ
プ
が
先
日
講
演
を
し
ま
し
た
。
い
わ

く
、
ア
メ
リ
カ
の
出
版
は
好
調
で
あ
る
、
世
界
の
人
口
が
増
え
て
、

識
字
率
が
上
が
っ
た
、
児
童
書
が
好
調
で
あ
る
と
。
い
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
一
つ
だ
け
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
い
い
か
悪
い
か
は
置

い
て
お
い
て
、
そ
れ
が
英
語
の
本
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
タ

イ
や
マ
レ
ー
シ
ア
や
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
中
東
な
ど
で
も
、
現
地
の
言

語
の
本
も
あ
る
け
れ
ど
、
や
は
り
数
が
少
な
い
の
で
、
英
語
の
本
が

主
体
に
な
り
ま
す
。
既
に
英
語
が
世
界
を
席
捲
し
て
い
る
。
し
か
し
、

自
国
の
言
語
を
大
切
に
す
る
こ
と
は
重
要
で
す
。

小
池

イ
ギ
リ
ス
で
印
刷
物
が
一
般
庶
民
の
も
の
に
な
っ
た
の
は

一
五
世
紀
の
後
半
か
ら
で
す
。そ
れ
以
前
は
口
承
文
学
で
し
た
か
ら
、

「
言
い
伝
え
」
で
、
文
字
そ
れ
自
体
が
一
般
庶
民
の
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
文
字
は
聖
職
者
や
貴
族
な
ど
、
教
育
を
施
さ
れ
た

高
い
身
分
の
人
た
ち
の
も
の
で
し
た
。
そ
れ
が
「
一
般
庶
民
化
」
し

て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス
も
あ
る
意
味
で
「
国
際
化
」
し
て

き
た
面
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
後
、
イ
ギ
リ
ス
に
は
ル
ネ
サ
ン
ス
が
伝

来
し
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
よ
り
二
〇
〇
年
遅
れ
て
い
ま
し
た
。
ル
ネ
サ

ン
ス
の
真
っ
た
だ
中
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
い
ま
す
が
、
そ
の
こ
ろ

か
ら
本
や
文
字
を
通
し
て
文
化
や
伝
統
が
伝
わ
っ
て
い
く
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。
同
時
に
識
字
率
も
上
昇
し
ま
す
。
教
育
度
や
文
化
度
が

高
ま
っ
た
か
ら
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
に
限
ら
ず
、
こ
れ
は
ど
の
国
で
も

同
じ
よ
う
な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

高
井

日
本
で
出
版
文
化
が
栄
え
た
の
は
江
戸
時
代
で
す
。
井
原

西
鶴
は
、
町
人
文
学
を
通
じ
て
、
商
人
の
経
営
精
神
、
現
代
に
も
通

じ
る
企
業
倫
理
と
呼
べ
る
も
の
を
『
日
本
永
代
蔵
』
で
記
し
て
い
ま

す
。
そ
の
な
か
で
、
寺
院
の
僧
を
欺
い
て
不
当
な
利
益
を
得
た
者
の

こ
と
を
「
さ
て
も
好
か
ん
男
」
と
言
い
、
切
り
捨
て
て
い
ま
す
。
つ

ま
り
こ
こ
に
は
既
に
ビ
ジ
ネ
ス
倫
理
が
、
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
が
あ

っ
た
の
で
す
。
石
田
梅
岩
も
貝
原
益
軒
も
そ
う
で
す
。
現
代
の
経
営

者
に
も
参
考
に
な
り
ま
す
。

小
池

日
本
の
歴
史
に
は
、
中
国
の
文
化
を
取
り
入
れ
よ
う
と
し

て
が
む
し
ゃ
ら
に
奮
闘
し
続
け
た
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。
井
上
靖
の

『
天
平
の
甍
』
、
司
馬
�
太
郎
の
『
空
海
の
風
景
』
な
ど
で
描
か
れ

て
い
る
よ
う
な
も
の
で
す
ね
。
日
本
人
が
知
を
求
め
て
、
ど
れ
ほ
ど

の
苦
労
を
重
ね
て
旅
を
し
て
き
た
の
か
。
そ
し
て
将
来
の
日
本
は
ど

う
あ
る
べ
き
か
と
悩
み
、
考
え
抜
い
て
き
た
人
た
ち
が
い
ま
し
た
。

現
代
の
学
生
た
ち
に
も
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
る
機
会
が
あ
っ
て
も

い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
「
歴
史
の
重
さ
」
が
、
最
近
は

認
識
さ
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。
日
本
が
現
在
の
よ
う

に
国
際
社
会
で
先
進
国
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
ま
で
に
は
ど
れ
ほ
ど
の

苦
労
が
あ
っ
た
の
か
、
若
い
人
た
ち
に
は
ぜ
ひ
知
っ
て
ほ
し
い
と
思

い
ま
す
。

高
井

棺
桶
に
入
る
ま
で
、
一
生
読
書
で
す
ね
。
し
か
し
一
方
で
、

こ
れ
は
私
の
持
論
で
す
が
、「
読
書
は
忘
れ
た
こ
ろ
に
知
恵
に
な
る
」。

つ
ま
り
教
養
に
な
る
の
で
す
。
桜
美
林
大
学
出
版
会
も
学
術
書
、
専

門
書
を
出
版
し
て
い
ま
す
が
、
大
学
で
あ
る
以
上
、
出
版
す
る
こ
と

は
「
使
命
」
で
す
。
私
も
職
業
柄
、
よ
く
相
談
を
受
け
ま
す
。
「
大

学
出
版
会
の
ビ
ジ
ネ
ス
が
成
り
立
た
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
い
い
だ
ろ

う
か
」
と
。
当
然
な
が
ら
難
し
い
問
題
で
す
が
、
し
か
し
き
ち
ん
と

決
算
を
し
て
、
赤
字
な
ら
赤
字
で
オ
ー
プ
ン
に
正
直
に
報
告
し
て
、

黒
字
に
改
善
す
る
努
力
を
重
ね
て
い
け
ば
い
い
と
思
い
ま
す
。
出
版

事
業
は
大
学
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
高
め
る
こ
と
も
あ
る
し
、
広
報
に
も

な
り
え
る
し
、
何
よ
り
も
研
究
者
を
育
て
る
こ
と
に
な
る
ん
だ
と
。

で
き
る
だ
け
若
い
先
生
に
書
か
せ
て
あ
げ
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

桜
美
林
大
学
は
ぜ
ひ
し
っ
か
り
サ
ポ
ー
ト
し
て
あ
げ
て
ほ
し
い
で

す
。
…
…
売
る
場
所
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
か
ら
（
笑
）。

小
池

「
売
れ
な
い
」
本
に
も
、
内
容
が
つ
ま
ら
な
い
と
か
、
一

般
向
け
で
な
い
と
か
、
売
れ
な
い
理
由
が
い
く
つ
か
あ
る
と
思
い
ま

す
。
し
か
し
、
大
学
の
名
前
を
出
し
て
出
版
す
る
限
り
に
お
い
て
、

「
売
れ
な
い
本
」
を
積
極
的
に
出
さ
な
い
と
い
け
な
い
と
思
い
ま
す

（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
を
少
し
で
も
売
る
努
力
は
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
が
）。
商
業
ベ
ー
ス
に
乗
ら
な
い
け
れ
ど
も
必
要
な
も
の
は
存
在

す
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
特
に
若
い
研
究
者
は
本
を
出
す
き

っ
か
け
が
な
か
な
か
得
ら
れ
な
い
現
状
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
桜
美

林
大
学
出
版
会
は
、
そ
の
機
会
を
つ
く
る
も
の
で
も
あ
り
た
い
と
思

っ
て
い
ま
す
。
一
冊
の
本
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
よ
り
ハ
ー

ド
ル
の
高
い
行
為
で
す
が
、し
か
し
同
時
に
や
り
が
い
が
あ
り
ま
す
。

一
冊
書
き
上
げ
れ
ば
そ
の
人
の
自
信
に
つ
な
が
っ
て
い
く
で
し
ょ

う
。そ
れ
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
出
版
会
で
あ
り
た
い
と
願
っ
て
い
ま
す
。

（
了
）

（
�
）

▼
小
池
一
夫
（
こ
い
け
・
か
ず
お
）
氏
�
１
９

４
９
年
山
梨
県
生
ま
れ
。
桜
美
林
大
学
文
学
部

卒
業
、
日
本
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
修
士
課

程
修
了
。
現
在
、
学
校
法
人
桜
美
林
学
園
理
事

長
。
著
書
に
『
英
語
学
概
説
』
青
磁
書
房
（
１

９
９
２
年
）
な
ど
単
著
５
冊
、
共
編
著
・
翻
訳

書
８
冊
が
あ
る
。

▼
高
井
昌
史
（
た
か
い
・
ま
さ
し
）
氏
�
１
９

４
７
年
東
京
都
生
ま
れ
。
成
蹊
大
学
法
学
部
政

治
学
科
卒
業
。
現
在
、
株
式
会
社
紀
伊
國
屋
書

店
代
表
取
締
役
会
長
兼
社
長
。
著
書
に
『
本
の

力
』
、
共
編
著
に
『
日
本
人
が
忘
れ
て
は
い
け

な
い
こ
と

国
の
礎
は
教
育
に
あ
り
』が
あ
る
。

（
�
）

TAKAI Masashi 株式会社紀伊國屋書店代表取締役会長兼社長KOIKE Kazuo 学校法人桜美林学園理事長
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