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５
月
の
連
休
中
に
、
少
々
遅
れ
ば

せ
な
が
ら
流
行
の
『
断
捨
離
』（
や
ま

し
た
ひ
で
こ
）
を
読
み
ま
し
た
。「
断

捨
離
」
と
は
、
も
と
は
ヨ
ガ
の
「
断

行
・
捨
行
・
離
行
」
と
い
う
心
の
執

着
を
手
放
す
た
め
の
教
え
に
由
来
し
、

入
っ
て
く
る
不
要
・
不
適
・
不
快
な

も
の
を
断
ち
、
溜
ま
っ
た
も
の
を
捨

て
、
も
の
へ
の
執
着
を
捨
て
る
こ
と

に
よ
り
、
ゆ
と
り
の
あ
る
快
適
な
生

活
を
送
る
と
い
う
こ
と
と
述
べ
て
あ

り
ま
し
た
。

確
か
に
私
の
身
の
回
り
に
も
不
要

な
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
そ
う
で
す
。

そ
れ
ら
を
整
理
す
る
こ
と
で
何
か
変

わ
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
、
早
速
、

次
の
日
に
「
断
捨
離
」
を
し
て
み
る

こ
と
に
し
ま
し
た
。
ま
ず
、
私
の
パ

ソ
コ
ン
に
あ
る
大
量
の
デ
ー
タ
の
「
断

捨
離
」
を
開
始
し
ま
し
た
。
フ
ァ
イ

ル
の
分
類
か
ら
始
め
、
も
う
二
度
と

使
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
内
容
の
フ
ァ

イ
ル
を
消
去
し
、
フ
ォ
ル
ダ
を
よ
り

効
率
的
な
も
の
に
作
り
変
え
、
残
っ

た
フ
ァ
イ
ル
を
分
類
・
移
動
し
、
す

っ
き
り
と
分
か
り
や
す
い
も
の
に
な

る
よ
う
に
整
理
し
て
い
き
ま
し
た
。

メ
ー
ル
や
ハ
ー
ド
デ
ィ
ス
ク
の
中
も

含
め
か
な
り
大
量
の
デ
ー
タ
が
あ
っ

た
の
で
す
が
、
意
外
に
も
半
日
程
度

で
終
了
し
ま
し
た
。
お
か
げ
で
パ
ソ

コ
ン
も
軽
く
な
り
、
動
作
も
軽
快
そ

の
も
の
で
、
何
か
私
の
心
も
軽
く
な

っ
た
よ
う
な
気
が
し
て
嬉
し
く
な
り
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ま
し
た
。
こ
れ
で
味
を
占
め
、
次
に
、

山
積
み
に
な
っ
た
本
の
「
断
捨
離
」

に
取
り
掛
か
り
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、

こ
れ
が
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

私
の
専
門
は
物
理
な
の
で
す
が
、

既
に
他
界
し
た
国
語
の
教
師
で
あ
っ

た
父
親
に
小
さ
い
頃
か
ら
無
理
や
り

に
本
を
読
ま
さ
れ
て
い
た
影
響
で
、

い
つ
し
か
読
書
の
習
慣
が
付
い
て
い

て
、
雑
読
で
す
が
、
部
屋
に
あ
る
本

は
結
構
な
数
に
な
り
ま
す
。
ま
ず
、

パ
ソ
コ
ン
の
時
と
同
様
に
本
の
分
類

か
ら
始
め
ま
し
た
。
単
行
本
・
文
庫

本
、
小
説
・
専
門
書
・
実
用
書
・
・

・
。
分
類
し
な
が
ら
、
残
す
本
と
捨

て
る
（
手
放
す
）
本
に
分
け
て
い
き

ま
す
。
し
か
し
、
そ
れ
が
難
し
い
の

で
す
。
ま
だ
読
ん
で
い
な
い
積
読
に

な
っ
て
い
る
本
は
当
然
捨
て
ら
れ
ま

せ
ん
。
ま
た
、
教
育
関
係
や
科
学
関

係
の
専
門
書
は
、
い
つ
か
使
う
か
も

し
れ
な
い
と
思
い
手
放
す
勇
気
が
出

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
こ
れ
に
は
自
分

な
り
の
ル
ー
ル
が

必
要
だ
と
思
い
、

残
す
本
を
決
定
す

る
ル
ー
ル
作
り
を

始
め
ま
し
た
。

ま
だ
読
ん
で
い
な
い
本
は
残
す
。

何
度
も
繰
り
返
し
読
ん
だ
本
は
、
き

っ
と
良
書
に
違
い
な
い
と
残
す
。
読

ん
で
強
く
共
感
し
た
、
あ
る
い
は
自

分
に
と
っ
て
気
付
き
が
得
ら
れ
た
本

は
残
す
。
自
分
に
と
っ
て
有
益
な
情

報
で
あ
っ
た
り
、
新
し
い
知
識
の
吸

収
が
あ
っ
た
本
は
残
す
。
本
に
強
い

思
い
出
が
付
加
さ
れ
て
い
る
場
合
は

残
す
。
こ
れ
だ
け
で
も
ど
れ
だ
け
の

本
が
「
断
捨
離
」
で
き
る
の
か
、
些

か
心
配
に
な
っ
て
き
ま
す
。
け
れ
ど

も
、
ル
ー
ル
は
ル
ー
ル
と
自
分
に
言

い
聞
か
せ
な
が
ら
取
り
掛
か
り
ま
し

た
。一

冊
一
冊
、
目
次
を
見
て
、
中
を

ぱ
ら
ぱ
ら
と
確
認
し
て
分
け
て
い
き

ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
に
落
と
し

穴
が
あ
り
ま
し
た
。
ぱ
ら
ぱ
ら
と
見

て
い
る
う
ち
に
、
次
第
に
読
み
始
め

て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
あ
っ
と
い
う

間
に
時
間
が
過
ぎ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

ま
っ
た
く
本
と
い
う
も
の
は
、
大
変

な
パ
ワ
ー
を
持
っ
て
い
ま
す
。
結
局
、

そ
の
日
は
予
定
し
て
い
た
五
分
の
一

程
度
の
「
断
捨
離
」
で
終
わ
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
ち
な
み
に
、
読
み
始

め
て
し
ま
っ
た
本
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
書

で
あ
り
な
が
ら
、
激
し
い
変
化
の
時

代
に
お
け
る
充
実
し
た
生
き
方
の
ヒ

ン
ト
を
く
れ
る
『
７
つ
の
習
慣
』（
ス

テ
ィ
ー
ブ
ン
・
Ｒ
・
コ
ヴ
ィ
ー
）
と

い
う
、
元
気
が
欲
し
い
と
き
に
繰
り

返
し
読
ん
だ
４
８
１
ペ
ー
ジ
の
本
で

す
。次

の
日
、
午
前
中
か
ら
本
の
「
断

捨
離
」
の
再
開
で
す
。
ル
ー
ル
通
り

に
順
調
に
進
め
て
い
き
ま
す
。
途
中
、

何
度
か
そ
の
価
格
が
高
額
で
あ
る
が

故
に
迷
っ
た
場
面
が
出
て
き
ま
し
た

が
、
ル
ー
ル
は
ル
ー
ル
、
自
分
で
納

得
さ
せ
な
が
ら
終
了
し
ま
し
た
。
私

の
ル
ー
ル
で
勝
ち
残
っ
た
本
の
中
か

ら
、
お
気
に
入
り
の
本
を
２
冊
紹
介

し
ま
す
。
ま
ず
、
『
理
系
思
考
』
（
元

村
有
希
子
）。
毎
日
新
聞
の
科
学
環
境

部
の
記
者
で
国
語
大
好
き
・
理
科
嫌

い
の
筆
者
が
、
科
学
の
面
白
さ
・
不

思
議
さ
・
科
学
的
な
も
の
の
見
方
を

伝
え
る
コ
ラ
ム
を
担
当
し
た
と
き
の

記
事
を
中
心
に
書
き
下
ろ
し
た
も
の

で
、
一
気
に
楽
し
み
な
が
ら
読
め
る

本
で
す
。
も
う
一
冊
は
ま
だ
新
し
い

本
で
す
が
、『
世
界
に
勝
て
る
！

日

本
発
の
科
学
技
術
』
（
志
村
幸
雄
）
。

現
在
、
日
本
が
技
術
力
や
産
業
競
争

力
に
お
い
て
置
か
れ
て
い
る
隘
路
か

ら
脱
出
す
る
た
め
の
「
サ
イ
エ
ン
ス

型
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
、

日
本
の
科
学
技
術
の
歴
史
に
も
触
れ

な
が
ら
分
か
り
や
す
く
ま
と
め
、
こ

れ
か
ら
の
方
向
性
を
示
唆
し
て
く
れ

る
本
で
す
。
こ
の
２
冊
は
、
繰
り
返

し
読
む
気
に
な
る
本
だ
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
で
私
の
本
の
「
断
捨
離
」
は
一

応
終
了
で
す
。
こ
れ
か
ら
は
、
図
書

館
が
私
の
書
庫
だ
と
思
い
、
し
っ
か

り
と
活
用
し
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
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自
分
の
歳
が
し
っ
く
り
こ
な
い
。

昭
和
三
十
五
年(

西
暦
一
九
六
〇
年)

生
ま
れ
で
あ
る
か
ら
満
五
〇
歳
だ
と

人
は
い
う
。
小
学
生
の
頃
、
五
〇
歳

は
「
お
っ
さ
ん
」
だ
と
思
っ
て
い
た
。

自
分
も
や
が
て
は
そ
う
な
る
の
だ
と

思
い
も
せ
ず
に･

･
･

。

訳
も
わ
か
ら
ず
通
っ
た
幼
稚
園
。

遊
び
に
行
っ
た
小
学
校
。
ク
ラ
ブ
に

夢
中
だ
っ
た
中
学
時
代
。
数
学
に
目

覚
め
た
高
校
時
代
。
の
び
の
び
学
ん

だ
大
学
時
代
。
気
の
向
く
ま
ま
に
研

究
し
た
大
学
院
時
代
。
そ
し
て
、
い

ま
も
気
の
向
く
ま
ま
に
仕
事
を
し
、

ラ
ン
ニ
ン
グ
に
は
ま
っ
て
い
る
。
自

分
を
『
人
よ
り
こ
だ
わ
り
が
強
い
』

と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
の
は
最
近
の

こ
と
だ
。
ひ
と
つ
の
こ
と
に
の
め
り

込
む
タ
イ
プ
だ
が
、
そ
の
対
象
は
年

齢
と
と
も
に
変
わ
っ
た
。
飽
き
っ
ぽ

い
の
か
切
り
替
え
が
早
い
の
か
は
自

分
に
は
判
ら
な
い
。
た
だ
、
一
貫
し

て
自
分
の
周
り
に
は
学
校
が
あ
っ
た
。

小
学
生
の
と
き
は
夏
休
み
も
プ
ー
ル

と
図
書
室
に
通
い
、
そ
の
利
用
度
の

高
さ
ゆ
え
に
表
彰
さ
れ
た
。
中
学
時

代
は
ク
ラ
ブ
活
動
の
た
め
毎
日
学
校

に
通
い
、
読
書
と
は
無
縁
に
な
っ
た
。

高
校
に
入
学
し
、
数
学
の
お
も
し
ろ

さ
に
気
づ
い
て
か
ら
の
読
書
は
、
も

っ
ぱ
ら
知
識
欲
を
満
た
す
た
め
の
も

の
だ
っ
た
。
ク
ラ
ブ
活
動
に
明
け
暮

れ
、
成
績
が
い
ま
い
ち
だ
っ
た
の
で
、

選
ん
だ
高
校
は
北
野
高
校
の
よ
う
な

進
学
校
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も

大
学
は
阪
大
理
学
部
数
学
科
と
決
め

て
い
た
。
深
い
意
味
な
ど
な
く
、
憧

れ
だ
っ
た
。
結
果
的
に
は
現
役
で
不

合
格
と
な
っ
た
こ
と
で
、
一
浪
し
て

同
じ
阪
大
で
も
基
礎
工
学
部
制
御
工

学
科
に
進
学
し

た
。(

制
御
工

学
科
と
は
人
工

頭
脳
や
ロ
ボ
テ

ィ
ク
ス
が
主
た

る
研
究
テ
ー
マ
で
現
在
の
シ
ス
テ
ム

科
学
科
で
あ
る)

入
っ
て
驚
い
た
の
は
、
第
一
志
望

で
な
い
不
本
意
進
学
で
あ
る
こ
と
を

明
言
し
、
そ
の
こ
と
に
い
つ
ま
で
も

こ
だ
わ
る
仲
間
の
多
い
こ
と
だ
っ
た
。

あ
る
意
味
自
分
も
第
一
志
望
で
な
い

進
学
だ
っ
た
が
、
納
得
し
た
進
学
で

あ
っ
た
か
ら
そ
ん
な
仲
間
の
発
言
は

甚
だ
耳
障
り
だ
っ
た
。
基
礎
工
学
部

も
理
系
の
学
部
で
あ
る
か
ら
、
数
学

が
出
来
な
い
者
は
い
な
か
っ
た
が
、

好
ん
で
数
学
を
や
り
た
が
る
者
も
い

な
か
っ
た
。
お
か
げ
で
研
究
室
配
属

に
際
し
て
も
競
合
す
る
相
手
は
お
ら

ず
、
仲
間
か
ら
も
、
教
授
か
ら
も
重

宝
が
ら
れ
、
快
適
な
大
学
生
活
を
送

っ
た
。
大
学
時
代
の
後
半
の
話
で
あ

る
。高

校
卒
業
ま
で
、
数
学
以
外
は
嫌

々
勉
強
し
て
い
た
自
分
に
と
っ
て
、

大
学
で
の
講
義
は
驚
き
の
連
続
だ
っ

た
。
大
学
生
に
な
っ
て
初
め
て
国
語

や
社
会
科
が
お
も
し
ろ
い
と
思
っ
た
。

一
年
生
の
時
に
時
間
割
の
コ
マ
を
埋

め
る
だ
け
の
目
的
で
履
修
し
た
国
文

学
の
授
業
が
、
そ
れ
ま
で
の
国
語
の

イ
メ
ー
ジ
を
変
え
た
。
夏
休
み
に
は

阪
大
の
図
書
館
に
な
い
本
を
求
め
て
、

神
戸
大
学
の
文
学
部
図
書
館
を
利
用

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
小
学
生
時
代

に
図
書
室
に
通
い
続
け
た
日
々
に
戻

っ
た
。
た
だ
目
的
は
読
書
の
た
め
で

な
く
、
文
献
を
あ
さ
る
た
め
だ
っ
た
。

東
洋
史
学
の
授
業
で
は
隋
の
煬
帝
と

唐
の
太
宗
の
比
較
だ
け
で
、
半
年
間

の
講
義
を
終
え
た
。
社
会
科
で
も
特

に
歴
史
が
嫌
い
だ
っ
た
が
、
そ
の
主

な
原
因
が
登
場
人
物
の
多
さ
に
あ
っ

た
か
ら
、
こ
れ
な
ら
い
け
る
と
思
っ

た
。
二
人
の
生
き
様
を
比
較
し
て
見

て
い
く
と
実
に
お
も
し
ろ
か
っ
た
。

社
会
科
に
こ
ん
な
お
も
し
ろ
さ
が
あ

っ
た
ん
だ
と
知
り
、
理
系
を
選
ん
だ

こ
と
を
後
悔
す
る
こ
と
さ
え
あ
っ
た
。

小
学
生
時
代
か
ら
国
語
、
社
会
科
、

体
育
の
陸
上
競
技
が
苦
手
で
嫌
い
だ

っ
た
が
、
高
校
卒
業
後
に
そ
の
す
べ

て
が
ひ
っ
く
り
返
っ
た
。

い
ま
に
な
っ
て
思
う
。
き
っ
か
け

は
ど
こ
に
あ
る
か
判
ら
な
い
。
現
役

で
合
格
し
て
い
た
ら
全
く
別
の
道
が

開
け
て
い
た
か
も
知
れ
な
い
。
正
直

な
と
こ
ろ
、
数
々
の
チ
ャ
ン
ス
を
自

ら
潰
し
て
き
た
。
後
悔
す
る
こ
と
も

あ
る
が
、
少
な
く
と
も
思
い
つ
く
後

悔
は
す
べ
て
、
自
分
を
過
小
評
価
し

た
も
の
だ
。
最
大
の
後
悔
は
大
学
院

時
代
に
海
外
の
大
学
へ
の
就
職
を
打

診
し
て
い
た
だ
い
た
の
を
断
っ
た
こ

と
だ
が
、
そ
の
理
由
が
実
に
馬
鹿
げ

て
い
る
。
知
り
合
い
に
そ
ん
な
人
が

い
な
い
の
で
、
イ
メ
ー
ジ
出
来
な
い
、

不
安
だ
と
い
う

の
が
そ
の
理
由

だ
っ
た
。
中
学

時
代
か
ら
そ
れ

ほ
ど
勉
強
も
し

な

か

っ

た

の

に
、
大
学
に
残

っ
て
研
究
す
る

こ
と
に
憧
れ
て
い
た
の
だ
が
、
さ
す

が
に
海
外
の
大
学
と
な
る
と
尻
込
み

し
た
。

自
戒
の
念
を
込
め
て
い
う
。
臆
す

る
こ
と
な
か
れ
。
や
れ
る
と
こ
ろ
ま

で
や
っ
て
み
よ
。
そ
し
て
、
そ
の
と

き
そ
の
と
き
を
し
っ
か
り
生
き
よ
。

お
か
れ
た
状
況
を
受
け
入
れ
、
前
向

き
に
生
き
る
こ
と
だ
。
若
い
君
た
ち

に
、
い
ま
を
充
実
し
た
日
々
に
す
る

よ
う
望
み
た
い
。
私
は
い
ま
も
、
こ

れ
か
ら
も
努
力
を
続
け
て
い
く
。
五

〇
歳
と
い
う
年
齢
で
あ
っ
て
も･

･
･

「
半
世
紀
か
あ
」
と
思
い
つ
つ･･

･

人

生
半
ば
を
過
ぎ
て
よ
う
や
く
高
校
ま

で
の
学
習
の
意
義
が
判
っ
た
よ
う
な

気
が
す
る
。

十

代

の

聖

画

像

イ

コ

ン

３８
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ジ
ャ
レ
ド
・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
氏
著
、

倉
骨
彰
氏
翻
訳
の
本
書
は
一
九
九
八

年
度
ピ
ュ
リ
ッ
ツ
ア
ー
賞
、
同
年
度

コ
ス
モ
ス
国
際
賞
受
賞
作
品
で
あ
る
。

三
年
生
の
英
語
の
授
業
で
、
こ
の
本

の
内
容
に
触
れ
た
英
文
を
読
む
機
会

が
あ
り
、
興
味
を
持
っ
た
生
徒
も
多

い
と
思
う
の
で
、
是
非
さ
ら
に
こ
の

本
を
読
ん
で
、
知
的
好
奇
心
を
広
げ

て
ほ
し
い
と
思
う
。

著
者
の
ジ
ャ
レ
ド
・
ダ
イ
ア
モ
ン

ド
氏
は
、
医
学
部
の
教
授
で
あ
る
と

同
時
に
、
著
名
な
進
化
生
物
学
者
で

も
あ
る
。
彼
は
鳥
の
進
化
の
研
究
を

す
る
た
め
に
、
世
界
中
で
野
外
調
査

に
従
事
し
、
特
に
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の

内
陸
地
で
長
年
を
現
地
の
人
々
と
共

に
過
ご
し
た
。

あ
る
と
き
、
ヤ
リ
と
い
う
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
人
が
博
士
に
こ
う
問
い
か
け

た
。
欧
米
人
達
は
様
々
な
物
質
を
作

り
出
し
て
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
に
持
っ
て

き
た
が
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
人
は
何
も

作
り
出
さ
な
か
っ
た
。
そ
の
差
は
ど

こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
か
、
と
い
う
素

朴
な
疑
問
で
あ
る
。
世
界
の
あ
る
地

域
に
は
工
業
化
が
進
み
、
多
様
な
物

質
文
明
を
発
展
さ
せ
、
人
口
の
密
集

し
た
社
会
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
一

方
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
よ
う
に
、
つ

い
数
百
年
前
ま
で
石
器
に
頼
り
、
伝

統
的
な
生
活
を
続
け
て
い
る
社
会
も

あ
る
。
こ
の
当
た
り
前
に
思
わ
れ
が

ち
な
事
実
に
対
す
る
素
朴
な
疑
問
に
、

様
々
な
学
問
領
域
に
通
じ
た
博
士
で

さ
え
も
明
快
な
答
え
を
返
す
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
ニ
ュ
ー

ギ
ニ
ア
の
人
々
と
長
年
を
過
ご
し
、

知
能
の
点
で
彼
ら
が
何
ら
他
の
人
種

に
比
べ
て
劣
る
こ
と
は
な
い
と
痛
感

し
、
ま
す
ま
す
ヤ
リ
の
投
げ
か
け
た

疑
問
は
彼
の
中
で
大
き
く
な
っ
て
ゆ

く
。
そ
れ
か
ら
二
十
五
年
後
、
博
士

は
、
人
類
社
会
の
歴
史
が
大
陸
ご
と

に
異
な
る
経
路
を
た
ど
っ
た
要
因
と
、

そ
れ
ら
の
要
因
の
因
果
関
係
を
地
球

規
模
で
科
学
的
に
究
明
し
、
本
書
を

著
し
た
。
こ
れ
は
、
ヤ
リ
の
問
い
か

け
に
対
す
る
答
え
で
も
あ
っ
た
。

本
書
は
次
の
よ
う
な
流
れ
で
謎
解

き
を
展
開
さ
せ
る
。
今
か
ら
一
万
三

千
年
前
、
最
終
氷
河
期
が
終
わ
っ
た

時
点
で
は
、
人
類
は
世
界
各
地
で
似

た
よ
う
な
狩
猟
採
集
生
活
を
し
て
い

た
。
そ
の
後
、
各
大
陸
は
そ
れ
ぞ
れ

に
異
な
っ
た
経
路
を
た
ど
っ
て
い
く
。

大
陸
ご
と
の
差
異
が
生
じ
、
や
が
て

そ
の
格
差
が
大
き
く
広
が
っ
て
い
っ

た
。
そ
し
て
十
六

世
紀
に
は
、
南
ア

メ
リ
カ
大
陸
の
イ

ン
カ
帝
国
を
ユ
ー

ラ
シ
ア
大
陸
か
ら

や
っ
て
き
た
ス
ペ

イ
ン
人
が
征
服
す
る
ま
で
に
な
っ
た
。

な
ぜ
逆
に
イ
ン
カ
帝
国
が
ス
ペ
イ
ン

を
征
服
す
る
こ
と
に
な
ら
な
か
っ
た

の
か
。
そ
の
直
接
の
原
因
は
、
ス
ペ

イ
ン
人
が
持
ち
込
ん
だ
「
銃
・
病
原

菌
・
鉄
」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
よ
く

指
摘
さ
れ
る
点
だ
が
、
博
士
は
さ
ら

に
考
察
を
す
す
め
る
。
な
ぜ
イ
ン
カ

の
人
々
は
「
銃
・
病
原
菌
・
鉄
」
を

も
っ
て
い
な
か
っ
た
の
か
。
持
て
る

も
の
と
、
持
た
ざ
る
も
の
、
こ
の
両

者
を
分
か
つ
要
因
は
何
か
。
そ
の
要

因
は
い
つ
、
ど
こ
で
生
じ
た
の
か
。

こ
の
よ
う
に
問
い
か
け
つ
つ
、
様
々

な
側
面
か
ら
事
実
を
次
々
と
紹
介
し

な
が
ら
、
分
析
を
す
す
め
て
い
く
。

教
授
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
人

類
の
長
い
歴
史
が
大
陸
ご
と
に
異
な

る
の
は
、
居
住
し
た
人
々
の
能
力
が

生
ま
れ
つ
き
異
な
っ
て
い
た
か
ら
で

は
な
く
、
大
陸
ご
と
に
環
境
が
異
な

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
。
そ
し
て
、

大
陸
ご
と
の
環
境
の
差
異
を
生
じ
さ

せ
た
重
要
な
要
因
を
三
つ
示
唆
す
る
。

ま
ず
第
一
に
、
栽
培
化
や
家
畜
化

可
能
な
動
植
物
の
分
布
が
大
陸
に
よ

っ
て
異
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
。
特
に

南
北
ア
メ
リ
カ
は
、
こ
れ
ら
の
動
植

物
が
少
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
分
布

状
況
が
重
要
な
の
は
、
家
畜
の
利
用

や
植
物
の
栽
培
に
よ
っ
て
余
剰
作
物

の
蓄
積
が
可
能
に
な
り
、
ひ
い
て
は

非
生
産
者
階
級
の
専
門
職
を
養
う
ゆ

と
り
を
生
み
出
し
た

か
ら
だ
。
そ
の
結
果
、

人
口
が
密
集
し
た
複

雑
な
社
会
が
形
成
さ

れ
、
技
術
面
、
政
治

面
、
軍
事
面
の
有
利

に
つ
な
が
っ
た
。

第
二
の
要
因
は
、
技
術
や
文
化
の

伝
搬
や
拡
散
を
大
陸
ご
と
に
大
き
く

異
な
ら
し
め
た
要
因
で
あ
る
。
こ
の

速
度
が
最
も
速
か
っ
た
の
は
ユ
ー
ラ

シ
ア
大
陸
で
、
生
態
環
境
や
地
形
上

の
障
壁
が
他
の
大
陸
よ
り
少
な
か
っ

た
。
ま
た
こ
の
大
陸
が
東
西
方
向
に

伸
び
る
陸
塊
で
あ
り
、
緯
度
の
違
い

に
よ
っ
て
作
物
や
家
畜
の
育
成
が
阻

害
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
南

北
ア
メ
リ
カ
で
は
、
逆
に
こ
れ
ら
の

要
因
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
伝
搬
に

時
間
が
か
か
っ
た
の
だ
。

第
三
の
要
因
は
、
大
陸
の
大
き
さ

や
総
人
口
の
違
い
で
あ
る
。
面
積
が

大
き
な
大
陸
や
人
口
の
多
い
大
陸
で

は
、
何
か
を
発
明
す
る
人
、
競
合
す

る
社
会
の
数
が
多
く
、
技
術
の
受
け

入
れ
を
促
す
社
会
的
圧
力
も
そ
れ
だ

け
高
い
。
面
積
が
最
も
大
き
く
、
競

合
す
る
社
会
の
数
が
最
も
多
か
っ
た

の
は
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
で
あ
る
。
南

北
ア
メ
リ
カ
は
面
積
こ
そ
大
き
い
が
、

地
理
的
、
環
境
的
に
南
北
に
分
断
さ

れ
て
い
て
、
実
際
に
は
連
続
性
の
な

い
二
つ
の
小
大
陸
と
し
て
機
能
し
て

い
た
。

人
種
や
生
物
学
的
な
差
異
が
、
そ

の
歴
史
的
発
展
の
差
異
を
生
み
出
し

た
と
い
う
見
解
を
持
つ
人
も
い
る
。

し
か
し
教
授
は
こ
の
点
を
完
全
に
否

定
し
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
居
住
環

境
の
差
異
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
点

に
お
い
て
本
書
は
極
め
て
注
目
を
集

め
て
い
る
。
人
種
と
い
う
デ
リ
ケ
ー

ト
な
問
題
に
対
す
る
先
入
観
を
、
圧

倒
的
な
事
実
を
基
に
し
た
説
得
力
あ

る
論
証
で
解
き
ほ
ぐ
し
、
新
し
い
人

類
史
観
を
私
た
ち
に
示
し
て
く
れ
る
。
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梅
棹
忠
夫

著

『
千
里
ぐ
ら
し
』（
講
談
社
）

９
１
４
／
Ｕ
１
／
１

昨
年
七
月
、「
知
の
巨
人
」
の
一
人

梅
棹
忠
夫
氏
が
九
十
歳
で
亡
く
な
っ

た
。
今
年
の
三
月
か
ら
三
か
月
間
、

彼
が
初
代
館
長
を
勤
め
た
国
立
民
族

学
博
物
館
（
民
博
）
で
「
ウ
メ
サ
オ

タ
ダ
オ
展
」
が
開
催
さ
れ
た
。
私
も

春
休
み
の
一
日
を
会
場
で
過
ご
し
、

梅
棹
氏
の
偉
業
を
改
め
て
認
識
し
、

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

私
が
『
モ
ゴ
ー
ル
族
探
検
記
』（
２

９
２
‐
Ｕ
‐
１
）
で
初
め
て
梅
棹
氏

の
こ
と
を
知
っ
た
の
は
中
学
生
の
時
、

今
か
ら
四
十
五
年
も
前
の
こ
と
で
あ

る
。
大
学
時
代
に
は
、
話
題
の
書
『
文

明
の
生
態
史
観
』（
２
０
９
‐
Ｕ
３
‐

１
）
や
『
知
的
生
産
の
技
術
』（
０
０

２
‐
Ｕ
２
‐
１
）
を
か
じ
り
、
教
員

に
な
っ
て
か
ら
は
『
日
本
三
都
論
‐

東
京
・
大
阪
・
京
都
』（
３
６
１
‐
Ｕ

１
‐
５
）
な
ど
を
授
業
の
参
考
に
し

て
き
た
が
、
彼
の
膨
大
な
著
作
（
「
著

作
集
」
全
２
２
巻
は
残
念
な
が
ら
本

校
図
書
館
に
は
な
い
）
の
ご
く
一
部

し
か
読
ん
で
こ
な
か
っ
た
こ
と
が
、

今
に
な
っ
て
悔
や
ま
れ
る
。

『
千
里
ぐ
ら
し
』
は
、『
千
里
眼
』

と
い
う
同
人
雑
誌
な
ど
に
掲
載
さ
れ

た
随
筆
を
集
め
た
も
の
。
梅
棹
氏
は

京
大
教
授
か
ら
民
博
の
館
長
に
転
職

す
る
際
に
、
生
ま
れ
育
っ
た
洛
北
か

ら
千
里
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
に
居
を
移
し
、

千
里
ぐ
ら
し
を
始
め
た
。
民
博
創
設

の
経
緯
や
千
里
中
央
で
の
生
活
、
周

辺
の
様
子
な
ど
が
活
写
さ

れ
て
い
る
。
千
里
の
変
貌

を
子
供
時
代
か
ら
、
傍
で

観
察
し
て
き
た
私
に
と
っ

て
、
梅
棹
氏
の
文
章
は
親

し
み
や
す
く
、
共
感
・
納

得
で
き
る
点
が
多
い
。
私

の
知
ら
な
い
千
里
も
出
て

く
る
の
で
興
味
深
く
読
む

こ
と
が
で
き
た
。
な
お
こ
の
本
の
二

部
以
下
は
、
氏
が
失
明
し
て
か
ら
、

口
述
筆
記
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
も
の

で
あ
る
。

石
牟
礼
道
子

著

『
苦
海
浄
土
』－

三
部
作

（
河
出
書
房
新
社
）

９
０
８
／
Ｓ
３
０
／
４

今
年
に
入
っ
て
、
池
澤
夏
樹
個
人

編
集
「
世
界
文
学
全
集
」
第
三
集
の

う
ち
の
一
冊
と
し
て
『
苦
海
浄
土
（
三

部
作
）
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
（
第
一
部

『
苦
海
浄
土
』
第

二
部
『
神
々
の
村
』

第
三

部
『
天
の

魚
』）第

一
部
『
苦
海

浄
土

わ
が
水
俣

病
』
が
一
九
六
九

年
に
刊
行
さ
れ
た

当
初
、
水
俣
病
を

告
発
す
る
社
会
派
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ

ョ
ン
作
品
と
し
て
大
き
な
反
響
を
呼

読 書 案 内

ん
だ
。

し
か
し
、
作
者
自
身
は
「
こ
の
三

部
作
は
、
我
が
民
族
が
受
け
た
希
有

の
受
難
史
を
綴
っ
た
書
と
受
け
止
め

ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
私
が
描

き
た
か
っ
た
の
は
、
海
浜
の
民
の
生

き
方
の
純
度
と
馥
郁
た
る
香
り
で
あ

る
」
と
言
う
。

池
澤
夏
樹
個
人
編
集
「
世
界
文
学

全
集
」
は
全
三
十
巻
か
ら
な
り
、
グ

ラ
ス
、
ピ
ン
チ
ョ
ン
、
フ
ォ
ー
ク
ナ

ー
ら
世
界
文
学
の
珠
玉
の
作
品
が
集

め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
日
本
の

作
品
と
し
て
た
だ
一
つ
石
牟
礼
道
子

の
作
品
が
と
ら
れ
て
い
る
。『
苦
海
浄

土
』（
三
部
作
）
は
、
ま
さ
に
世
界
文

学
の
傑
作
の
一
つ
と
し
て
選
ば
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
編
者
池
澤

夏
樹
の
見
識
の
高
さ
が
感
じ
ら
れ
る
。

第
一
部
は
一
九
七
二
年
に
講
談
社

で
文
庫
化
さ
れ
て
以
来
、
多
く
の
版

を
重
ね
て
い
る
。
私
も
二
十
代
の
こ

ろ
に
読
ん
で
、
そ
の
特
異
な
文
体
に

魅
了
さ
れ
た
こ
と
を
お
ぼ
え
て
い
る
。

し
か
し
、
今
回
、
三
部
作
と
し
て
ま

と
め
て
こ
の
作
品
を
読
む
こ
と
で
、

作
品
の
相
貌
が
一
変
す
る
の
が
感
じ

ら
れ
た
。
第
一
部
を
読
ん
だ
こ
と
の

あ
る
人
も
、
初
め
て
の
人
も
、
是
非

こ
の
傑
作
を
美
し
い
装
丁
の
こ
の
本

で
読
ん
で
み
て
ほ
し
い
。

乙
一

著

『
箱
庭
図
書
館
』（
集
英
社
）

９
１
３
／
Ｏ
２
／
２

「
読
者
か
ら
募
集
し
た
投
稿
作
の

中
か
ら
乙
一
が
独
自
の
視
点
で
リ
メ

イ
ク
対
象
作
を
選
び
、
大
胆
に
リ
メ

イ
ク
す
る
企
画
」
で
あ
る
Ｗ
Ｅ
Ｂ
文

芸
「R

E
NZ

A
BU

R
O

」
の
読
者
参
加
企
画

「
オ
ツ
イ
チ
小
説
再
生
工
場
」
か
ら

生
ま
れ
た
作
品
集
。
リ
メ
イ
ク
前
の

投
稿
作
は
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て

い
る
の
で
、「
ビ
フ
ォ
ー
／
ア
フ
タ
ー
」

を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ

ん
私
は
乙
一
の
作
品
を
読
み
た
い
の

だ
か
ら
「
ア
フ
タ
ー
」
を
読
ん
だ
の

だ
が
、
そ
の
後
で
「
ビ
フ
ォ
ー
」
を

読
ん
で
み
て
あ
ら
た
め
て
作
家
の
力

量
を
思
い
知
っ
た
。
ア
イ
デ
ア
は
面

白
い
が
平
板
な
話
が
、「
な
ん
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
」、
匠
の
手
に
よ
り
味

の
あ
る
物
語
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
の

で
す
。
六
篇
の
作
品
が
収
録
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
私
は
最
後
の
『
ホ
ワ

イ
ト
・
ス
テ
ッ
プ
』
が
お
気
に
入
り
。

「
ビ
フ
ォ
ー
」
よ
り
「
ア
フ
タ
ー
」

が
ど
ん
な
に
奥
行
き
の
あ
る
作
品
に

な
っ
て
い
る
か
は
「
ビ
フ
ォ
ー
」「
ア

フ
タ
ー
」（
も
ち
ろ
ん
「
ア
フ
タ
ー
」

を
先
に
読
む
べ
し
）
と
「
あ
と
が
き
、

あ
る
い
は
『
箱
庭
図
書
館
』
が
で
き

る
ま
で
」
を
読
ん
で
い
た
だ
く
こ
と

に
し
て
、
こ
の
作
品
に
は
乙
一
ワ
ー

ル
ド
と
も
言
う
べ
き
不
思
議
な
世
界

の
中
に
ホ
ッ
コ
リ
と
し
た
情
感
が
漂

う
。
こ
の
話
を
読
ん
だ
後
、
な
ぜ
か

「
世
に
も
奇
妙
な
物
語
」
の
テ
ー
マ

曲
が
頭
の
中
に
流
れ
て
き
た
。
と
こ

ろ
で
、
鬼
才
乙
一
の
こ
と
だ
か
ら
投

稿
作
も
も
し
か
し
て
乙
一
自
身
の
作

品
で
、
実
は
二
つ
が
セ
ッ
ト
に
な
っ

て
一
つ
の
作
品
と
い
う
仕
掛
け
に
な

っ
て
い
る
の
で
は-

-
-
-
-
-

な
ど
と
考

え
る
の
は
勘
繰
り
す
ぎ
で
し
ょ
う
ね
。

高
木
仁
三
郎

著

『
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
恐
怖
』

（
岩
波
新
書
）

５
３
９
／
Ｔ
４
／
１

い
ま
思
う
と
、
大
学
一
回
生
の
秋

は
私
の
人
生
の
転
機
だ
っ
た
。

学
園
祭
の
講
演
で
、
高
木
仁
三
郎

さ
ん
に
出
会
っ
た
の
で
あ
る
。
本
書

が
出
版
さ
れ
て
間
も
な
い
頃
の
こ
と

で
あ
る
。

講
演
は
、
明
快
で
非
常
に
具
体
的

な
も
の
だ
っ
た
。
原
子
力
発
電
が
、

非
常
に
大
き
な
問
題
を
抱
え
た
技
術

で
あ
る
こ
と
を
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
社

会
へ
の
疑
問
と
い
う
大
き
な
枠
組
み

で
と
ら
え
て
、
深
い
批
判
を
語
ら
れ

た
。
自
分
の
学
ん
だ
学
問
を
、
こ
う

い
う
形
で
社
会
へ
還
元
す
る
科
学
者

が
い
る
こ
と
に
感
動
を
覚
え
た
。

そ
の
日
以
来
、
私
の
大
学
生
活
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
原
発
関
連
文
献
を
読
み

漁
る
も
の
に
な
っ
た
。
そ
し
て
後
に

は
、
大
学
と
い
う
枠
で
は
な
い
が
、

個
人
的
に
知
遇
を
得
て
、
い
ろ
い
ろ

教
え
て
も
ら
う
こ
と
も
で
き
た
。

人
生
の
師
に
出
会
っ
た
始
ま
り
は
、

こ
の
一
冊
の
本
を
読
ん
だ
こ
と
だ
っ

た
。高

木
さ
ん
は
、
一
〇
年
ほ
ど
前
に

亡
く
な
ら
れ
た
。
そ
の
生
涯
は
『
市

民
科
学
者
と
し
て
生
き
る
』
と
い
う
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自
伝
に
詳
し
い
。

高
木
さ
ん
の
目
に
は
、
現
在
の
東

京
電
力
原
発
事
故
の
事
態
が
、
起
こ

っ
て
は
な
ら
な
い
が
い
つ
か
起
こ
る

も
の
と
し
て
、
き
っ
と
映
っ
て
い
た

に
違
い
な
い
。
一
九
九
五
年
に
物
理

学
会
誌
に
書
か
れ
た
論
文
「
核
施
設

と
非
常
事
態
」
は
、
ま
さ
に
東
京
電

力
福
島
原
発
の
今
日
の
事
態
を
予
見

し
て
い
る
。

反
原
発
の
世
界
で
身
体
を
張
っ
て

生
き
て
い
た
高
木
さ
ん
で
す
が
、
化

学
者
と
し
て
の
著
作
に
も
名
著
が
あ

り
ま
す
。
『
元
素
の
小
辞
典
』
（
岩
波

ジ
ュ
ニ
ア
新
書
）
が
そ
れ
で
す
。
こ

れ
を
受
験
勉
強
の
友
に
す
る
読
書
も

渋
く
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

小
島
寛
之

著

『
文
系
の
た
め
の
数
学
教
室
』

（
講
談
社
現
代
新
書
）

(

近
日
中
に
図
書
館
に
入
り
ま
す)

数
学
は
何
の
役
に
た
つ
の
？

今
ま
で
何
度
か
遭
遇
し
た
問
い
か

け
で
す
。

私
は
私
な
り
に
数
学
が
好
き
で
、

質
問
を
し
た
人
の
中
で
な
ん
と
か
数

学
の
地
位
を
回
復
し
た
い
と
、
言
葉

で
説
明
し
よ
う
と
試
み
ま
す
が
、
結

果
は
あ
ま
り
う
ま
く
い
き
ま
せ
ん
。

そ
う
し
た
中
、
こ
の
本
を
読
ん
で
、

小
島
氏
が
述
べ
て
い
る
数
学
に
関
す

る
認
識
が
、
今
の
私
の
認
識
を
き
れ

い
に
言
葉
に
し
て
く
れ
て
い
る
と
感

じ
ま
し
た
。
以
下
、
本
の
内
容
を
少

し
紹
介
し
ま
す
。

小
島
氏
は
哲
学
者
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
の
『
論
理
哲
学
論
考
』
を

援
用
し
ま
す
。
非
常
に
単
純
に
言
う

と
、『
論
理
哲
学
論
考
』
で
は
〈
世
界
〉

に
つ
い
て
独
我
論
的
に
考
察
し
て
い

ま
す
。〈
世
界
〉
と
は
〈
私
〉
の
認
識

で
あ
り
、
そ
の
限
界
は
〈
言
語
〉
で

あ
る
。
つ
ま
り
、〈
言
語
〉
で
捉
え
ら

れ
る
射
程
、
そ
れ
が
〈
私
〉
の
境
界

線
で
あ
る
。

こ
こ
で
い
う
〈
言
語
〉
と
は
私
た

ち
が
普
段
、
話
し
た
り
、
書
い
た
り

し
て
い
る
「
こ
と
ば
」
に
限
る
も
の

で
は
な
く
、
も
っ
と
広
い
も
の
を
指

し
て
い
ま
す
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
は
「
論
理
空
間
の
中
に
あ
る
事

実
が
、
す
な
わ
ち
世
界
で
あ
る
」
と

い
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、〈
論
理
〉

こ
そ
を
〈
私
〉
の
認
識
の
限
界
を
定

め
る
〈
言
語
〉
だ
と
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
〈
世
界
〉
＝
〈
私
〉

を
規
定
し
、
そ
の
境
界
線
を
〈
論
理
〉

＝
〈
言
語
〉
で
示
し
た
あ
と
、
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、「
語
り
え
ぬ

こ
と
」
に
つ
い
て
議
論
を
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、〈
価
値
〉
と
い
う
も
の
に

つ
い
て
〈
価
値
〉
な
ど
と
い
う
も
の

を
、〈
私
〉
の
内
部
に
な
い
も
の
、〈
語

り
え
ぬ
も
の
〉、
形
而
上
的
な
も
の
と

し
て
し
り
ぞ
け
ま
す
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
え

方
を
借
り
る
な
ら
、
数
学
も
〈
私
〉

の
中
に
あ
る
と
見
な
せ
ま
す
。
し
か

も
、
数
学
は
〈
言
語
〉
で
あ
る
か
ら
、

数
学
も
〈
世
界
〉
＝
〈
私
〉
の
境
界

線
を
規
定
す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る

わ
け
で
す
。

重
ね
て
言
う
な
ら
、
日
本
語
、
音

楽
、
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
も<

言
語>

で
す
。

そ
れ
ぞ
れ
が<

世
界>

を
規
定
し
て
い

る
の
で
す
。

大

切

な

の

は

、

こ

の

数

学

は

あ

ら

か

じ

め
〈
私
〉
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で

あ
っ
て
、
決
し
て
「
こ
の
よ
う
に
あ

る
べ
き
」
な
ど
と
規
定
さ
れ
る
も
の

で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
私

に
は
私
の
数
学
が
あ
り
、
み
ん
な
に

は
み
ん
な
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
数
学

が
あ
る
の
で
す
。
そ
こ
に
は
善
し
悪

し
も
優
劣
も
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら

「
数
学
が
役
に
立
つ
か
、
立
た
な
い

か
」
な
ど
と
い
う
議
論
は
、
非
常
に

形
而
上
的
で
、
取
る
に
足
ら
な
い
も

の
な
の
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
数
学
の
科
学
技
術
へ

の
貢
献
を
否
定
す
る
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ
は
数
学
が

偶
然
備
え
も
っ
た
性
質
の
う
ち
の
ご

く
わ
ず
か
な
部
分
に
過
ぎ
な
い
の
で

す
。
数
学
の
本
質
は
、
人
が
人
で
あ

る
こ
と
を
規
定
す
る
〈
言
語
〉
で
あ

る
こ
と
に
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
、

価
値
や
便
宜
性
な
ど
を
論
じ
る
こ
と

は
無
意
味
な
の
で
す
。

河
合
隼
雄

著

『
こ
こ
ろ
の
処
方
箋
』（
新
潮
文
庫
）

１
４
０
／
Ｋ
３
／
２

｢

心
の
喪
失｣

｢

心
が
見
え
な
い｣

時

代
と
言
わ
れ
て
久
し
い
。
人
は
い
つ

の
時
代
も
迷
い
揺
れ
る
心
と
と
も
に

生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

こ
の
本
は
心
の
専
門
家
―
河
合
隼

雄
先
生
の
悩
め
る
人
々
へ
の
処
方
箋

で
あ
る
。「
第
一
章

人
の
心
な
ど
わ

か
る
は
ず
が
な
い
」
で
始
ま
り
、
五

十
五
の
「
常
識
」
が
や
さ
し
く
柔
ら

か
い
言
葉
で
綴
ら
れ
て
い
る
。
刺
激

さ
れ
た
り
納
得
し
た
り
で
あ
っ
と
い

う
間
に
読
み
進
む
。

一
つ
の
章
の
内
容
を
紹
介
さ
せ
て

い
た
だ
く
。「
第
二
十
一
章

も
の
ご

と
は
努
力
に
よ
っ
て
解
決
し
な
い
」

イ
ン
ド
の
宗
教
家
ク
リ
シ
ュ
ナ
ム
ル

チ
の
言
葉
で
あ
る
。
自
分
の
努
力
が

報
わ
れ
な
い
、
認
め
ら
れ
な
い
、
努

力
し
て
も
解
決
の
緒
が
み
つ
か
ら
な

い
、
そ
ん
な
思
い
に
囚
わ
れ
る
人
は

多
い
。

そ
も
そ
も
「
努
力
す
れ
ば
う
ま
く

ゆ
く
」
と
は
正
し
い
こ
と
な
の
か
？

「
自
分
の
努
力
が
足
り
な

い
か
ら
だ
」「
こ
ん
な
に
努

力
し
て
い
る
の
に
、
×
×

が
悪
い
か
ら
だ
」
そ
ん
な

思
い
で
苦
し
み
を
倍
加
さ

せ
て
い
る
人
も
多
い
。
ま

た
、「
解
決
」
の
方
に
早
く

目
が
ゆ
き
す
ぎ
て
、
努
力

に
腰
が
は
い
ら
な
い
こ
と

も
考
え
ら
れ
る
。

（
だ
っ
た
ら
ど
う
す
る
の
？
努
力

は
無
駄
？
っ
て
思
い
ま
す
か
？
）
先

生
は
こ
う
繋
ぐ
、「
私
は
努
力
ぐ
ら
い

し
か
す
る
こ
と
が
な
い
の
で
や
ら
せ

読 書 案 内

て
い
た
だ
い
て
い
る
。」
と
。

わ
れ
わ
れ
凡
人
は
努
力
を
放
棄
し

て
平
静
で
な
ど
居
ら
れ
な
い
。
解
決

な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
し
ょ
せ
ん
、

あ
ち
ら
か
ら
来
る
も
の
だ
か
ら
、「
目

標
」
に
せ
ず
、
せ
い
ぜ
い
努
力
で
も

さ
せ
て
頂
く
と
い
う
の
が
い
い
よ
う

で
あ
る
、
と
。

河
合
先
生
は
偉
大
な
学
者
で
あ
る

が
、
ど
の
章
に
も
難
し
い
言
葉
や
解

釈
は
見
当
た
ら
な
い
。
分
か
る
言
葉

が
重
み
深
み
の
あ
る
説
得
力
を
持
っ

て
読
む
人
を
引
き
込
む
。

先
生
は
最
後
に
こ
の
本
の
コ
ン
セ

プ
ト
で
あ
る
「
常
識
」
に
触
れ
、
常

識
を
伝
え
る
機
会
（
家
庭
や
地
域
な

ど
）
の
減
少
を
案
じ
な
が
ら
、

「
ま
っ
た
く
気
の
毒
な
こ
と
だ
が
知

識
は
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
な
が
ら
常

識
の
な
い
人
が
増
え
て
き
た
の
で
あ

る
。
常
識
に
縛
ら
れ
て
生
き
る
の
も

ど
う
か
と
思
う
が
常
識
の
な
い
人
は

不
愉
快
で
あ
る
。・
・
・
常
識
を
知
ら

ぬ
「
非
常
識
」
は
あ
ま
り
好
き
に
な

れ
な
い
」
と
述
べ
ら
れ
た
。
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The Role of Books in Communication

If I could recommend only one book as an English teacher in Japan it would be "151 Common

Mistakes of Japanese Students of English" by James H. M. Webb. This book is incredibly

helpful to students and teachers alike. It addresses common errors and confusing grammatical

points specific to Japanese learners of English. After borrowing my copy, a friend told me

that he has been studying English for over a decade and this was one of the most helpful

books he had come across.

While grammar books are certainly useful for studying, simply drilling grammar points will

not lead to proficiency in any language. Language is complex. It encompasses more than just

words on paper. It also includes non-verbal cues. For example, expressions and body

language can be just as telling, sometimes more so, than the words that are spoken. One of

the challenges when learning a foreign language is to understand how these non-verbal cues

can vary from one culture to the next. Familiarizing oneself with the complexities of

another culture and its communication styles is as equally important as knowing how to

correctly conjugate a verb.

Even when communicating in one's own language it is necessary to understand where the other

person is coming from. Empathy is a skill that must be practiced and developed. Books,

especially fiction novels, are invaluable tools for developing this skill. As psychoanalyst

Phyllis LaPlante describes it, "when we read quality fiction, we are compelled to relate to

the characters as whole persons, as complicated and contradictory human beings, likable or

not, familiar or foreign."

Therefore, I suppose my true recommendation is to read as much as you can, and then put what

you learn to practical use in your daily life. Do not overlook the value of fiction. It

seems many people these days get so caught up in their work or studies that they consider

reading fiction to be a purely recreational hobby, but it can be so much more. Expository

texts are of course necessary and invaluable to our learning, but through fiction we are

invited to experience the thoughts and feelings of others and in doing so we are able to

enter a world other than our own.

My final piece of advice to anyone studying English is to not worry too much about making

mistakes. There is a certain sincerity that often accompanies imperfection in language.

Too much emphasis on politeness or formality when communicating in English can at times even

appear cold and distant. With that in mind, don't stress about choosing the correct or most

polite word. Use gestures or smiles, or anything to get your point across. Sometimes saying

the wrong word with a smile can more accurately convey your feelings than saying the correct

word without emotion.

In his poem Any Language, Much Less English, Taylor Mali explains to his students,

"I care more about what you say, than the words you choose to say it. That said - that being

said - and having said that, the message I want to impart is, I don't care if your commas are

in the right place so long as I know that your heart is."

編集後記 日常生活のかけがえのなさは、日常が破られたときに痛切に感じ

るもののようです。東日本大震災から４ヶ月、原発事故の収束の見通しもいまだ見えませ

ん。しばらくは日常と非日常の間を生きるということになるのでしょうか。

図書館には原発関係の本も、地震や津波など自然災害に関する本もたくさんあります。

内容は現在でも古くなっていませんので、ぜひ読んでみてほしいと思います。 (Ｑ)
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