
ク
シ
ョ
ン
の
類
を
圧
倒
し
て
、
人
間
の
深

み
に
届
く
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
文
学
に
な
っ

て
い
る
。（
中
略
）
ま
ず
も
っ
て
こ
れ
は
観

察
と
、共
感
と
、思
索
と
、表
現
の
す
べ
て

の
天
才
に
よ
る
傑
作
で
あ
る
。
読
む
た
び

に
ど
う
し
て
こ
ん
な
も
の
が
書
き
得
た
の

か
と
呆
然
と
す
る
よ
う
な
作
品
で
あ
る
」

「
石
牟
礼
さ
ん
は
戦
後
文
学
の
巨
匠
10
人
の

1
人
に
数
え
ら
れ
る
作
家
で
す
。
冷
遇
さ
れ

て
い
た
彼
女
の
手
を
引
い
て
、
日
の
当
た
る

場
所
へ
連
れ
出
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と

池
澤
氏
は
語
る
。

「
世
界
文
学
全
集
」
と
「
日
本
文
学
全
集
」

を
編
集
し
、
ま
さ
に
縦
横
無
尽
に
文
学
の
宇

宙
を
探
り
歩
い
た
池
澤
氏
。
編
集
前
と
編
集

後
で
、
日
本
人
観
は
変
わ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

「
昔
か
ら
色
恋
事
が
好
き
だ
な
と
、
改
め
て

思
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
中
国
文
学
で
は
、

古
い
時
代
に
恋
愛
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
儒

教
の
建
前
で
は
、
結
婚
は
親
が
決
め
る
も
の

で
、
処
女
や
人
妻
に
手
を
出
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
か
ら
。
す
る
と
源
氏
物
語
が
成
立
し
ま

取
材
・
執
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／
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晶
子
　
撮
影
／
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和
久

池
澤 

夏
樹

「
外
」
と
の
対
話
で
創
ら
れ
る
文
学

池澤氏が個人編集した「世界文学全集」は、
第二次世界大戦後から
9・11までの作品から選出。

文学をとおして今の世界が見えてくる。河出書房新社、2007～11年刊行

「世界文学全集」全30巻

　
池
澤
夏
樹
氏
は
、
北
海
道
に
生
ま
れ
育
ち
、

30
代
で
ギ
リ
シ
ャ
に
３
年
、
40
〜
50
代
で
沖

縄
に
10
年
、
60
代
で
フ
ラ
ン
ス
に
５
年
と
国

内
外
で
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
滞
在
。
広
く
世

界
を
見
聞
し
な
が
ら
、
詩
や
小
説
、
翻
訳
、

評
論
な
ど
創
作
活
動
を
行
っ
て
き
た
が
、
そ

の
海
外
遍
歴
は
、
27
歳
で
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の

小
さ
な
島
へ
行
っ
た
と
き
か
ら
始
ま
っ
た
と

い
う
。
昔
か
ら
日
本
と
は
「
折
り
合
い
が
悪

い
」
と
感
じ
、
高
度
経
済
成
長
期
の
な
か
で

活
気
あ
ふ
れ
る
日
本
に
息
苦
し
さ
を
感
じ
て

い
た
池
澤
氏
は
、
そ
の
島
の
の
ん
び
り
し
た

暮
ら
し
に
魅
了
さ
れ
た
。

「
そ
れ
か
ら
は
、
別
の
土
地
の
言
葉
や
食
べ

る
も
の
、
も
の
の
考
え
方
を
味
わ
う
の
が
面

白
く
て
仕
方
な
く
な
り
ま
し
た
。
旅
人
と
い

う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
ず
る
い
ん
で
す
よ
。
選

挙
権
も
な
け
れ
ば
税
金
も
払
わ
ず
、
そ
の
社

会
の
い
い
と
こ
ろ
だ
け
を
つ
ま
み
食
い
で
き

る
わ
け
で
し
ょ
う
。
生
き
方
と
し
て
楽
な
ん

で
す
」

　
た
だ
、
イ
ン
ド
や
太
平
洋
の
島
々
を
旅
す

る
う
ち
に
旅
行
者
の
視
点
か
ら
は
見
え
な
い

も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
最

低
で
も
１
年
は
滞
在
し
て
、
一
巡
す
る
季
節

を
体
験
し
た
ほ
う
が
い
い
。
そ
う
考
え
て
選

ん
だ
の
が
ギ
リ
シ
ャ
だ
っ
た
。
す
で
に
翻
訳

家
と
し
て
活
動
し
て
い
た
氏
に
と
っ
て
は
、

ギ
リ
シ
ャ
に
ま
つ
わ
る
本
を
翻
訳
し
終
え
た

と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
も
居
住
を
決
め
る
大
事

な
要
素
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、

気
に
な
る
の
は
滞
在
先
の
選
び
方
だ
。
行
く

先
は
辺
境
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
ば
か
り
。
沖

縄
や
北
海
道
と
、
日
本
で
住
む
の
も
ま
た
端

の
ほ
う
だ
。

「『
は
ず外
し
た
い
』
と
い
う
意
識
は
あ
り
ま
す
。

真
ん
中
の
こ
と
は
み
ん
な
や
っ
て
い
る
か
ら
、

だ
い
た
い
わ
か
る
。
自
分
の
目
で
見
な
け
れ

ば
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
、
端
の

ほ
う
な
の
で
す
」

　
自
身
の
旅
に
つ
い
て
「
一
生
を
棒
に
振
る

道
楽
」
と
笑
い
な
が
ら
も
「
僕
の
場
合
は
い

つ
も
遠
足
と
そ
の
後
の
作
文
」
と
言
う
氏
は
、

経
験
を
ど
の
よ
う
に
作
品
へ
と
昇
華
さ
せ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
沖
縄
滞
在
の
経
験
か
ら

語
る
。

「
現
地
に
い
た
頃
か
ら
沖
縄
に
関
す
る
長
編

小
説
を
書
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
の
独
特
な
も
の
の
考

え
方
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
沖
縄
出
身
で
は

な
い
自
分
に
は
到
底
で
き
な
い
。
結
局
、
書

く
こ
と
が
で
き
た
の
は
沖
縄
を
離
れ
て
か
ら

で
、
そ
れ
が
２
０
０
９
年
に
出
し
た
『
カ
デ

ナ
』（
新
潮
社
）
で
す
。
で
も
や
は
り
ヒ
ロ

イ
ン
は
フ
ィ
リ
ピ
ー
ナ
・
ア
メ
リ
カ
ン
で
、

他
の
登
場
人
物
も
純
粋
な
沖
縄
人
か
ら
少
し

ず
つ
外
し
て
い
ま
す
」

　
沖
縄
に
は
10
年
住
ん
だ
が
、
そ
れ
で
や
っ

と
「
沖
縄
に
移
り
住
ん
だ
人
」
と
い
う
意
味

の
「
シ
マ
ナ
イ
チ
ャ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。「
そ
れ
は
と
て
も
居
心
地
の
い

い
も
の
で
す
」
と
池
澤
氏
。
本
土
人
と
沖
縄

人
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ

て
、
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
。

「
沖
縄
に
い
た
頃
は
、
自
分
の
立
ち
位
置
を

『
勝
手
な
特
派
員
』
と
定
め
、
基
地
の
現
状

な
ど
を
週
刊
誌
で
発
信
し
て
い
ま
し
た
。
し

旧
植
民
地
、
旧
共
産
圏
か
ら
の
出
身
者
が
多

く
、「
世
界
文
学
」
そ
の
も
の
の
地
平
を
ひ

ら
い
た
全
集
だ
。
全
30
巻
を
並
べ
れ
ば
、
私

た
ち
が
世
界
を
相
手
に
対
話
し
た
い
と
考
え

た
と
き
、
こ
ん
な
に
も
多
く
の
文
化
が
あ
る

と
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
池
澤
氏
自
身
の
翻
訳
方
針
は
？
と

聞
く
と
、「
な
る
べ
く
言
葉
を
増
や
さ
ず
書

き
た
い
」。
池
澤
氏
が
翻
訳
し
た
『
星
の
王

子
さ
ま
』
は
数
あ
る
日
本
語
訳
の
な
か
で
お

そ
ら
く
一
番
短
い
と
い
う
。
原
作
が
含
蓄
あ

ふ
れ
る
短
い
言
葉
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら

だ
。
原
作
を
読
む
と
き
の
ス
ピ
ー
ド
感
を
損

な
い
た
く
な
い
と
い
う
池
澤
氏
の
意
思
が
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
針
は
、「
日
本
文

学
全
集
」
で
『
古
事
記
』
を
現
代
語
訳
し
た

と
き
に
も
変
え
な
か
っ
た
。

「『
古
事
記
』
は
展
開
が
速
く
て
、
出
会
っ

た
と
た
ん
に
殺
し
合
う
か
愛
し
合
う
か
、
奪

っ
て
逃
げ
る
か
、
逡
巡
の
余
地
が
な
い
。
昔

の
言
葉
に
説
明
を
補
う
と
読
む
ス
ピ
ー
ド
が

落
ち
る
の
で
、
下
に
脚
注
を
入
れ
ま
し
た
。

気
に
な
る
な
ら
注
を
読
み
、
気
に
な
ら
な
け

れ
ば
『
古
事
記
』
特
有
の
ス
ピ
ー
ド
感
を
楽

し
ん
で
ほ
し
い
。
古
文
で
は
な
く
、
文
学
と

し
て
読
ん
で
ほ
し
い
の
で
す
」

　
古
典
は
、
使
っ
て
い
る
言
葉
も
背
景
と
な

る
社
会
の
あ
り
よ
う
も
違
う
「
昔
の
日
本
」

で
書
か
れ
た
も
の
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
現

代
語
訳
も
、い
わ
ば
翻
訳
。「
日
本
文
学
全
集
」

で
は
、
錚
々
た
る
現
代
作
家
が
古
典
の
現
代

語
訳
に
挑
ん
で
い
る
。
町
田
康
氏
が
訳
す
る

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
リ
ズ
ム
感
あ
ふ
れ
る

町
田
節
が
炸
裂
し
、高
橋
源
一
郎
氏
訳
の『
方

丈
記
』
は
小
見
出
し
が
す
べ
て
英
語
だ
。
１

１
８
５
年
に
発
生
し
た
文
治
地
震
に
つ
い
て

の
章
タ
イ
ト
ル
は
「
ア
ル
マ
ゲ
ド
ン
」。
３
・

11
を
彷
彿
さ
せ
る
内
容
で
、
読
む
者
は
鎌
倉

時
代
か
ら
一
瞬
に
し
て
現
代
へ
と
引
き
戻
さ

れ
る
。
ま
さ
に
私
た
ち
の
時
代
の
現
代
語
訳

だ
か
ら
こ
そ
味
わ
え
る
躍
動
感
が
そ
こ
に
あ

る
。

せ
ん
ね
。
日
本
で
は
、
和
歌
な
ど
は
す
べ
て

が
色
恋
の
話
で
す
し
、
そ
う
い
う
意
味
で
は

ピ
ー
ス
フ
ル
な
部
分
が
大
き
い
と
感
じ
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
判
官
び
い
き
で
あ
る

こ
と
。『
平
家
物
語
』に
代
表
さ
れ
ま
す
が
、負

け
た
ほ
う
に
ば
か
り
同
情
を
す
る
で
し
ょ
う
」

　
た
だ
、
そ
れ
も
応
仁
の
乱
の
あ
た
り
ま
で
。

女
系
家
族
の
流
れ
が
途
絶
え
女
流
作
家
が
い

な
く
な
り
、
女
性
の
登
場
人
物
が
少
な
く
な

っ
た
こ
と
で
、
日
本
文
学
は
雰
囲
気
を
ガ
ラ

ッ
と
変
え
る
。
そ
れ
か
ら
は
樋
口
一
葉
の
登

場
ま
で
女
流
作
家
が
出
て
い
な
い
。
日
本
人

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
考
え
た
と

き
に
は
、
ど
の
あ
た
り
か
ら
掘
り
起
こ
す
の

か
が
問
題
だ
。「
た
い
て
い
の
人
が
考
え
て

い
る
復
古
主
義
っ
て
、
実
は
ち
ょ
っ
と
前
に

戻
る
だ
け
な
ん
で
す
」
と
池
澤
氏
。

　
で
は
、「
外
」
の
文
化
と
接
触
す
る
と
き

の
日
本
の
特
性
は
何
だ
ろ
う
。
池
澤
氏
は
、

加
藤
周
一
が
論
じ
た
「
雑
種
文
化
」
と
い
う

言
葉
が
そ
れ
を
表
し
て
い
る
と
い
う
。
日
本

人
は
、
古
く
は
中
国
、
開
国
し
て
か
ら
は
欧

米
の
思
想
を
取
り
込
み
、
参
考
に
す
る
の
み

な
ら
ず
血
肉
化
し
、
独
自
の
「
日
本
文
化
」

を
作
り
上
げ
て
き
た
。
こ
の
雑
種
性
が
、
西

た
感
覚
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

面
白
い
言
語
、
面
白
い
人
た
ち
、
居
心
地
の

良
い
空
間
。
池
澤
氏
が
好
感
を
持
っ
た
の
は
、

観
光
地
と
し
て
お
膳
立
て
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
そ
こ
に
あ
る
人
と
も
の
だ
っ
た
。
そ

れ
は
文
学
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

魅
力
的
な
文
学
、
素
晴
ら
し
い
創
作
物
を

「
外
」
へ
打
ち
出
す
た
め
に
は
、
何
よ
り
も

ま
ず
私
た
ち
日
本
人
が
自
国
の
文
学
を
面
白

が
り
、
熱
意
を
持
っ
て
勧
め
ら
れ
る
も
の
を

創
り
、
ま
た
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
い
い
も
の
を
作
る
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ

と
を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
に
し
か
な
い
、
し
か
し
極
上
の
も
の

を
、
た
だ
何
気
な
く
外
へ
と
差
し
出
す
。
簡

単
そ
う
に
見
え
な
が
ら
、
日
本
の
良
さ
を
本

当
に
知
ら
な
け
れ
ば
で
き
な
い
手
法
が
、
今

求
め
ら
れ
て
い
る
。
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海
外
を
渡
り
歩
い
て
も

立
ち
位
置
は

あ
く
ま
で「
日
本
」

作
品
が
生
ま
れ
変
わ
る

翻
訳
は
極
め
て

創
作
的
な
営
み

か
し
そ
れ
は
沖
縄
の
人
た
ち
が
か
わ
い
そ
う

だ
か
ら
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
隅
の
ほ
う

に
基
地
を
集
め
て
知
ら
ん
顔
を
し
て
い
る
と

い
う
の
が
、
自
国
の
あ
り
よ
う
と
し
て
み
っ

と
も
な
い
で
し
ょ
う
と
言
い
た
い
の
で
す
。

そ
れ
は
報
告
先
と
し
て
常
に
日
本
の
こ
と
を

「
世
界
文
学
全
集
」
に
１
巻
だ
け
日
本
の
作

品
を
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
池
澤
氏

が
選
ん
だ
の
が
、
石
牟
礼
道
子
氏
に
よ
る
水

俣
文
学
『
苦
海
浄
土
』
だ
。
戦
後
日
本
で
生

ま
れ
た
公
害
の
惨
状
が
、
と
き
お
り
挟
ま
れ

る
熊
本
弁
に
よ
っ
て
リ
ア
ル
に
示
さ
れ
る
。

し
か
し
残
酷
な
表
現
が
、
か
つ
て
の
海
の
豊

Ikezaw
a N

atsuki

優
れ
た
文
学
作
品
に
触
れ
る
こ
と
は
、想
像
力
を
養
い
、感
性
を
培
う
。今
、日
本
文
学
は
、翻
訳
を
通
じ
、国
境
を
超
え
て
読
ま
れ
る「
世
界
文
学
」へ
と
変
わ
り
つ

つ
あ
る
。日
本
語
の
書
き
手
は
、何
を
思
い
、ど
の
よ
う
に
創
作
を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。詩
や
小
説
の
み
な
ら
ず
翻
訳
も
手
が
け
、「
世
界
文
学
全
集
」「
日
本
文
学

全
集
」を
個
人
編
集
す
る
な
ど
の
試
み
を
続
け
る
作
家・池
澤
夏
樹
さ
ん
に
、海
外
の
滞
在
経
験
も
含
め
お
話
を
伺
っ
た
。

考
え
て
い
る
か
ら
。
だ
か
ら
実
は
僕
は
、
と

て
も
愛
国
的
な
人
間
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
外
で
何
か
を
見
て
、
日
本
と
比

較
し
て
面
白
い
と
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
分
が
極
め
て
日
本
的
だ
と
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
」

洋
の
植
民
地
で
も
な
く
地
理
的
に
遠
い
場
所

で
驚
異
的
な
速
さ
で
近
代
化
を
遂
げ
た
要
因

の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
加
藤
は
説
く
。

「
昔
の
日
本
人
は
、
生
魚
を
ご
飯
に
載
せ
た

も
の
な
ん
て
外
国
人
が
食
べ
る
わ
け
が
な
い

と
思
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
」
と
、
池
澤
氏
は

い
た
ず
ら
っ
ぽ
く
笑
う
。

「
寿
司
は
文
化
庁
の
後
押
し
な
ど
な
く
て
も

ブ
ー
ム
に
な
り
ま
し
た
。『
こ
こ
に
こ
う
い

う
も
の
が
あ
っ
て
、
僕
は
こ
れ
を
楽
し
ん
で

い
る
。
よ
そ
の
国
の
人
も
、
一
緒
に
見
て
、

楽
し
ま
な
い
？
』。
こ
ん
な
積
極
性
が
、
こ

れ
か
ら
の
日
本
に
は
必
要
な
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。『
文
楽
っ
て
面
白
い
じ
ゃ
ん
、

こ
ん
な
に
凝
っ
た
人
形
芝
居
、
ほ
か
に
あ

る
？
』
と
、
ま
ず
は
勧
め
て
み
る
。
あ
と
は

向
こ
う
の
判
断
で
す
。
面
白
い
、
居
心
地
が

い
い
と
思
っ
て
く
れ
た
な
ら
、
研
究
者
も
留

学
生
も
自
然
に
集
ま
り
ま
す
」

　
そ
の
確
信
は
、
池
澤
氏
が
初
め
に
訪
れ
た

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
小
さ
な
島
で
じ
か
に
覚
え

作
家
・
詩
人
・
翻
訳
家

饒
さ
や
生
活
の
幸
せ
を
か
え
っ
て
引
き
立
た

せ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
だ
。『
苦
海
浄
土
』

に
挟
ま
れ
た
「
月
報
」
に
は
、
池
澤
氏
が
こ

の
作
品
に
寄
せ
た
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
。

「
こ
れ
は
か
つ
て
水
俣
に
あ
っ
た
幸
福
感

の
物
語
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
の
点
で
こ
の

作
品
は
凡
百
の
公
害
が
ら
み
の
ノ
ン
フ
ィ
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特
集
／
外
に
出
て「
日
本
」を
見
直
す
／
そ
の
２

　
２
０
０
７
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
世
界
文

学
全
集
」（
河
出
書
房
新
社
）
は
、
書
評
家

の
顔
も
持
つ
池
澤
氏
の
個
人
編
集
で
あ
り
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
９
・
11
ま
で
に
出

版
さ
れ
た
国
内
外
の
名
作
に
狙
い
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
日
本
と
「
外
」
と
の
関
わ
り
を

考
え
た
と
き
、「
翻
訳
」
は
重
要
な
キ
ー
ワ

ー
ド
だ
。
池
澤
氏
に
と
っ
て
、
翻
訳
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
大
事
な
の
は
、
原
文
が
読
め
な
い
か
ら
、

仕
方
な
く
翻
訳
を
す
る
と
い
う
偏
見
を
捨
て

る
こ
と
。
日
本
で
は
明
治
以
来
、
西
洋
の
文

物
を
輸
入
し
、
研
究
者
が
そ
れ
を
読
み
解
く

な
か
で
『
つ
い
で
に
』
翻
訳
し
て
き
た
と
い

う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
文
学
作
品

は
翻
訳
で
生
ま
れ
直
し
ま
す
。
違
う
言
語
の

中
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
、
再
創
造
さ
れ
る
。

翻
訳
は
本
来
能
動
的
な
も
の
な
の
で
す
。
翻

訳
で
欠
落
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
も
と
も
と

作
品
に
潜
ん
で
い
る
力
が
顕
わ
に
な
る
こ
と

の
意
義
の
ほ
う
が
大
き
い
」

「
世
界
文
学
全
集
」
に
続
け
て
氏
が
編
集
し

た
「
日
本
文
学
全
集
」
に
は
『
日
本
語
の
た

め
に
』
と
い
う
巻
が
あ
り
、「
生
き
る
べ
き
か
、

死
ぬ
べ
き
か
」
で
有
名
な
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」

第
三
幕
第
一
場
の
日
本
語
訳
が
10
種
類
に
わ

た
り
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「
イ
ギ
リ
ス
人
は
あ
れ
を
原
語
で
読
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
大
変
で
す
。
翻
訳

な
ら
、
現
代
に
合
わ
せ
た
訳
が
い
く
ら
で
も

で
き
ま
す
。
翻
訳
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
創
作
的
な

営
み
な
の
で
す
。
い
わ
ば
再
創
造
と
い
っ
て

も
い
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
僕
の
な
か
で

は
翻
訳
者
の
地
位
が
と
て
も
高
い
。
特
に
最

近
は
上
手
な
仕
事
を
す
る
翻
訳
者
が
増
え
ま

し
た
。
そ
れ
に
加
え
、
い
わ
ゆ
る
先
進
国
で

は
な
い
国
か
ら
作
家
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
て

き
て
世
界
文
学
が
活
性
化
し
て
い
る
た
め
、

翻
訳
文
学
は
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
と
で
も
い
う

べ
き
状
況
に
さ
し
か
か
っ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
こ
そ
全
集
が
作
れ
た
の
で
す
」

　
南
ア
フ
リ
カ
出
身
の
ク
ッ
ツ
ェ
ー
や
ベ
ト

ナ
ム
の
バ
オ
・
ニ
ン
、
チ
ェ
コ
生
ま
れ
の
ミ

ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
な
ど
、
確
か
に
作
家
陣
は

「
日
本
人
の
雑
種
性
を
考
え
れ
ば
、
取
り
入

れ
る
こ
と
に
か
け
て
は
優
れ
て
い
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
で
も
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
な
か

な
か
で
き
な
い
の
が
問
題
」
と
池
澤
氏
。

「
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
か
け
て
は
、
と
に
か
く

い
い
も
の
を
作
る
し
か
な
い
。
文
学
で
い
え

ば
世
界
に
通
用
す
る
の
が
村
上
春
樹
だ
け
と

い
う
現
況
を
変
え
て
、
も
っ
と
厚
み
を
出
す

必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
一
目
見
れ
ば
す
ぐ

理
解
で
き
る
モ
ノ
づ
く
り
を
し
て
い
る
画
家

や
写
真
家
を
、
う
ら
や
ま
し
い
と
思
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
文
学
は
必
ず
翻
訳
と
い
う
ス

テ
ッ
プ
が
あ
り
、
訳
者
や
出
版
社
の
意
思
が

な
け
れ
ば
世
界
に
出
て
い
き
ま
せ
ん
。
そ
こ

が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
ね
」

　
イ
ン
プ
ッ
ト
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
と
す
る
池
澤

氏
だ
が
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
ま
ま
内
向
き
に

陥
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
日
本
が
、「
外
」
と

の
対
話
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
ど
う
し
て

い
く
べ
き
だ
ろ
う
か
。



ク
シ
ョ
ン
の
類
を
圧
倒
し
て
、
人
間
の
深

み
に
届
く
ル
ポ
ル
タ
ー
ジ
ュ
文
学
に
な
っ

て
い
る
。（
中
略
）
ま
ず
も
っ
て
こ
れ
は
観

察
と
、共
感
と
、思
索
と
、表
現
の
す
べ
て

の
天
才
に
よ
る
傑
作
で
あ
る
。
読
む
た
び

に
ど
う
し
て
こ
ん
な
も
の
が
書
き
得
た
の

か
と
呆
然
と
す
る
よ
う
な
作
品
で
あ
る
」

「
石
牟
礼
さ
ん
は
戦
後
文
学
の
巨
匠
10
人
の

1
人
に
数
え
ら
れ
る
作
家
で
す
。
冷
遇
さ
れ

て
い
た
彼
女
の
手
を
引
い
て
、
日
の
当
た
る

場
所
へ
連
れ
出
し
た
と
思
っ
て
い
ま
す
」
と

池
澤
氏
は
語
る
。

「
世
界
文
学
全
集
」
と
「
日
本
文
学
全
集
」

を
編
集
し
、
ま
さ
に
縦
横
無
尽
に
文
学
の
宇

宙
を
探
り
歩
い
た
池
澤
氏
。
編
集
前
と
編
集

後
で
、
日
本
人
観
は
変
わ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

「
昔
か
ら
色
恋
事
が
好
き
だ
な
と
、
改
め
て

思
い
ま
し
た
。
た
と
え
ば
中
国
文
学
で
は
、

古
い
時
代
に
恋
愛
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
儒

教
の
建
前
で
は
、
結
婚
は
親
が
決
め
る
も
の

で
、
処
女
や
人
妻
に
手
を
出
し
て
は
い
け
ま

せ
ん
か
ら
。
す
る
と
源
氏
物
語
が
成
立
し
ま

「世界文学全集」唯一の
日本の作品『苦海浄土』は、
熊本出身の石牟礼道子氏による

水俣文学。

池澤氏による『古事記』現代語訳。
物語の展開の速さに合わせ

スピード感を重視した“翻訳”を心がけた。

ともに河出書房新社

　
池
澤
夏
樹
氏
は
、
北
海
道
に
生
ま
れ
育
ち
、

30
代
で
ギ
リ
シ
ャ
に
３
年
、
40
〜
50
代
で
沖

縄
に
10
年
、
60
代
で
フ
ラ
ン
ス
に
５
年
と
国

内
外
で
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
滞
在
。
広
く
世

界
を
見
聞
し
な
が
ら
、
詩
や
小
説
、
翻
訳
、

評
論
な
ど
創
作
活
動
を
行
っ
て
き
た
が
、
そ

の
海
外
遍
歴
は
、
27
歳
で
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の

小
さ
な
島
へ
行
っ
た
と
き
か
ら
始
ま
っ
た
と

い
う
。
昔
か
ら
日
本
と
は
「
折
り
合
い
が
悪

い
」
と
感
じ
、
高
度
経
済
成
長
期
の
な
か
で

活
気
あ
ふ
れ
る
日
本
に
息
苦
し
さ
を
感
じ
て

い
た
池
澤
氏
は
、
そ
の
島
の
の
ん
び
り
し
た

暮
ら
し
に
魅
了
さ
れ
た
。

「
そ
れ
か
ら
は
、
別
の
土
地
の
言
葉
や
食
べ

る
も
の
、
も
の
の
考
え
方
を
味
わ
う
の
が
面

白
く
て
仕
方
な
く
な
り
ま
し
た
。
旅
人
と
い

う
の
は
、
ち
ょ
っ
と
ず
る
い
ん
で
す
よ
。
選

挙
権
も
な
け
れ
ば
税
金
も
払
わ
ず
、
そ
の
社

会
の
い
い
と
こ
ろ
だ
け
を
つ
ま
み
食
い
で
き

る
わ
け
で
し
ょ
う
。
生
き
方
と
し
て
楽
な
ん

で
す
」

　
た
だ
、
イ
ン
ド
や
太
平
洋
の
島
々
を
旅
す

る
う
ち
に
旅
行
者
の
視
点
か
ら
は
見
え
な
い

も
の
が
た
く
さ
ん
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
最

低
で
も
１
年
は
滞
在
し
て
、
一
巡
す
る
季
節

を
体
験
し
た
ほ
う
が
い
い
。
そ
う
考
え
て
選

ん
だ
の
が
ギ
リ
シ
ャ
だ
っ
た
。
す
で
に
翻
訳

家
と
し
て
活
動
し
て
い
た
氏
に
と
っ
て
は
、

ギ
リ
シ
ャ
に
ま
つ
わ
る
本
を
翻
訳
し
終
え
た

と
い
う
タ
イ
ミ
ン
グ
も
居
住
を
決
め
る
大
事

な
要
素
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、

気
に
な
る
の
は
滞
在
先
の
選
び
方
だ
。
行
く

先
は
辺
境
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
ば
か
り
。
沖

縄
や
北
海
道
と
、
日
本
で
住
む
の
も
ま
た
端

の
ほ
う
だ
。

「『
は
ず外
し
た
い
』
と
い
う
意
識
は
あ
り
ま
す
。

真
ん
中
の
こ
と
は
み
ん
な
や
っ
て
い
る
か
ら
、

だ
い
た
い
わ
か
る
。
自
分
の
目
で
見
な
け
れ

ば
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
と
い
う
の
は
、
端
の

ほ
う
な
の
で
す
」

　
自
身
の
旅
に
つ
い
て
「
一
生
を
棒
に
振
る

道
楽
」
と
笑
い
な
が
ら
も
「
僕
の
場
合
は
い

つ
も
遠
足
と
そ
の
後
の
作
文
」
と
言
う
氏
は
、

経
験
を
ど
の
よ
う
に
作
品
へ
と
昇
華
さ
せ
て

い
る
の
だ
ろ
う
か
。
沖
縄
滞
在
の
経
験
か
ら

語
る
。

「
現
地
に
い
た
頃
か
ら
沖
縄
に
関
す
る
長
編

小
説
を
書
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
し

か
し
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
の
独
特
な
も
の
の
考

え
方
を
表
現
す
る
こ
と
は
、
沖
縄
出
身
で
は

な
い
自
分
に
は
到
底
で
き
な
い
。
結
局
、
書

く
こ
と
が
で
き
た
の
は
沖
縄
を
離
れ
て
か
ら

で
、
そ
れ
が
２
０
０
９
年
に
出
し
た
『
カ
デ

ナ
』（
新
潮
社
）
で
す
。
で
も
や
は
り
ヒ
ロ

イ
ン
は
フ
ィ
リ
ピ
ー
ナ
・
ア
メ
リ
カ
ン
で
、

他
の
登
場
人
物
も
純
粋
な
沖
縄
人
か
ら
少
し

ず
つ
外
し
て
い
ま
す
」

　
沖
縄
に
は
10
年
住
ん
だ
が
、
そ
れ
で
や
っ

と
「
沖
縄
に
移
り
住
ん
だ
人
」
と
い
う
意
味

の
「
シ
マ
ナ
イ
チ
ャ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。「
そ
れ
は
と
て
も
居
心
地
の
い

い
も
の
で
す
」
と
池
澤
氏
。
本
土
人
と
沖
縄

人
の
ボ
ー
ダ
ー
ラ
イ
ン
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ

て
、
見
え
て
く
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
。

「
沖
縄
に
い
た
頃
は
、
自
分
の
立
ち
位
置
を

『
勝
手
な
特
派
員
』
と
定
め
、
基
地
の
現
状

な
ど
を
週
刊
誌
で
発
信
し
て
い
ま
し
た
。
し

旧
植
民
地
、
旧
共
産
圏
か
ら
の
出
身
者
が
多

く
、「
世
界
文
学
」
そ
の
も
の
の
地
平
を
ひ

ら
い
た
全
集
だ
。
全
30
巻
を
並
べ
れ
ば
、
私

た
ち
が
世
界
を
相
手
に
対
話
し
た
い
と
考
え

た
と
き
、
こ
ん
な
に
も
多
く
の
文
化
が
あ
る

と
思
い
知
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
で
は
、
池
澤
氏
自
身
の
翻
訳
方
針
は
？
と

聞
く
と
、「
な
る
べ
く
言
葉
を
増
や
さ
ず
書

き
た
い
」。
池
澤
氏
が
翻
訳
し
た
『
星
の
王

子
さ
ま
』
は
数
あ
る
日
本
語
訳
の
な
か
で
お

そ
ら
く
一
番
短
い
と
い
う
。
原
作
が
含
蓄
あ

ふ
れ
る
短
い
言
葉
で
構
成
さ
れ
て
い
る
か
ら

だ
。
原
作
を
読
む
と
き
の
ス
ピ
ー
ド
感
を
損

な
い
た
く
な
い
と
い
う
池
澤
氏
の
意
思
が
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
針
は
、「
日
本
文

学
全
集
」
で
『
古
事
記
』
を
現
代
語
訳
し
た

と
き
に
も
変
え
な
か
っ
た
。

「『
古
事
記
』
は
展
開
が
速
く
て
、
出
会
っ

た
と
た
ん
に
殺
し
合
う
か
愛
し
合
う
か
、
奪

っ
て
逃
げ
る
か
、
逡
巡
の
余
地
が
な
い
。
昔

の
言
葉
に
説
明
を
補
う
と
読
む
ス
ピ
ー
ド
が

落
ち
る
の
で
、
下
に
脚
注
を
入
れ
ま
し
た
。

気
に
な
る
な
ら
注
を
読
み
、
気
に
な
ら
な
け

れ
ば
『
古
事
記
』
特
有
の
ス
ピ
ー
ド
感
を
楽

し
ん
で
ほ
し
い
。
古
文
で
は
な
く
、
文
学
と

し
て
読
ん
で
ほ
し
い
の
で
す
」

　
古
典
は
、
使
っ
て
い
る
言
葉
も
背
景
と
な

る
社
会
の
あ
り
よ
う
も
違
う
「
昔
の
日
本
」

で
書
か
れ
た
も
の
だ
。
そ
の
意
味
で
は
、
現

代
語
訳
も
、い
わ
ば
翻
訳
。「
日
本
文
学
全
集
」

で
は
、
錚
々
た
る
現
代
作
家
が
古
典
の
現
代

語
訳
に
挑
ん
で
い
る
。
町
田
康
氏
が
訳
す
る

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
は
リ
ズ
ム
感
あ
ふ
れ
る

町
田
節
が
炸
裂
し
、高
橋
源
一
郎
氏
訳
の『
方

丈
記
』
は
小
見
出
し
が
す
べ
て
英
語
だ
。
１

１
８
５
年
に
発
生
し
た
文
治
地
震
に
つ
い
て

の
章
タ
イ
ト
ル
は
「
ア
ル
マ
ゲ
ド
ン
」。
３
・

11
を
彷
彿
さ
せ
る
内
容
で
、
読
む
者
は
鎌
倉

時
代
か
ら
一
瞬
に
し
て
現
代
へ
と
引
き
戻
さ

れ
る
。
ま
さ
に
私
た
ち
の
時
代
の
現
代
語
訳

だ
か
ら
こ
そ
味
わ
え
る
躍
動
感
が
そ
こ
に
あ

る
。

せ
ん
ね
。
日
本
で
は
、
和
歌
な
ど
は
す
べ
て

が
色
恋
の
話
で
す
し
、
そ
う
い
う
意
味
で
は

ピ
ー
ス
フ
ル
な
部
分
が
大
き
い
と
感
じ
ま
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
は
判
官
び
い
き
で
あ
る

こ
と
。『
平
家
物
語
』に
代
表
さ
れ
ま
す
が
、負

け
た
ほ
う
に
ば
か
り
同
情
を
す
る
で
し
ょ
う
」

　
た
だ
、
そ
れ
も
応
仁
の
乱
の
あ
た
り
ま
で
。

女
系
家
族
の
流
れ
が
途
絶
え
女
流
作
家
が
い

な
く
な
り
、
女
性
の
登
場
人
物
が
少
な
く
な

っ
た
こ
と
で
、
日
本
文
学
は
雰
囲
気
を
ガ
ラ

ッ
と
変
え
る
。
そ
れ
か
ら
は
樋
口
一
葉
の
登

場
ま
で
女
流
作
家
が
出
て
い
な
い
。
日
本
人

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
つ
い
て
考
え
た
と

き
に
は
、
ど
の
あ
た
り
か
ら
掘
り
起
こ
す
の

か
が
問
題
だ
。「
た
い
て
い
の
人
が
考
え
て

い
る
復
古
主
義
っ
て
、
実
は
ち
ょ
っ
と
前
に

戻
る
だ
け
な
ん
で
す
」
と
池
澤
氏
。

　
で
は
、「
外
」
の
文
化
と
接
触
す
る
と
き

の
日
本
の
特
性
は
何
だ
ろ
う
。
池
澤
氏
は
、

加
藤
周
一
が
論
じ
た
「
雑
種
文
化
」
と
い
う

言
葉
が
そ
れ
を
表
し
て
い
る
と
い
う
。
日
本

人
は
、
古
く
は
中
国
、
開
国
し
て
か
ら
は
欧

米
の
思
想
を
取
り
込
み
、
参
考
に
す
る
の
み

な
ら
ず
血
肉
化
し
、
独
自
の
「
日
本
文
化
」

を
作
り
上
げ
て
き
た
。
こ
の
雑
種
性
が
、
西

た
感
覚
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

面
白
い
言
語
、
面
白
い
人
た
ち
、
居
心
地
の

良
い
空
間
。
池
澤
氏
が
好
感
を
持
っ
た
の
は
、

観
光
地
と
し
て
お
膳
立
て
さ
れ
た
も
の
で
は

な
く
、
そ
こ
に
あ
る
人
と
も
の
だ
っ
た
。
そ

れ
は
文
学
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。

魅
力
的
な
文
学
、
素
晴
ら
し
い
創
作
物
を

「
外
」
へ
打
ち
出
す
た
め
に
は
、
何
よ
り
も

ま
ず
私
た
ち
日
本
人
が
自
国
の
文
学
を
面
白

が
り
、
熱
意
を
持
っ
て
勧
め
ら
れ
る
も
の
を

創
り
、
ま
た
見
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
い
い
も
の
を
作
る
」
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ

と
を
指
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
こ
に
し
か
な
い
、
し
か
し
極
上
の
も
の

を
、
た
だ
何
気
な
く
外
へ
と
差
し
出
す
。
簡

単
そ
う
に
見
え
な
が
ら
、
日
本
の
良
さ
を
本

当
に
知
ら
な
け
れ
ば
で
き
な
い
手
法
が
、
今

求
め
ら
れ
て
い
る
。
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「
外
」と
の
対
話
の
た
め
に

今
求
め
ら
れ
る

精
神
性
と
は

日
本
の
特
性
は
雑
種
文
化

か
し
そ
れ
は
沖
縄
の
人
た
ち
が
か
わ
い
そ
う

だ
か
ら
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
隅
の
ほ
う

に
基
地
を
集
め
て
知
ら
ん
顔
を
し
て
い
る
と

い
う
の
が
、
自
国
の
あ
り
よ
う
と
し
て
み
っ

と
も
な
い
で
し
ょ
う
と
言
い
た
い
の
で
す
。

そ
れ
は
報
告
先
と
し
て
常
に
日
本
の
こ
と
を

「
世
界
文
学
全
集
」
に
１
巻
だ
け
日
本
の
作

品
を
入
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
き
、
池
澤
氏

が
選
ん
だ
の
が
、
石
牟
礼
道
子
氏
に
よ
る
水

俣
文
学
『
苦
海
浄
土
』
だ
。
戦
後
日
本
で
生

ま
れ
た
公
害
の
惨
状
が
、
と
き
お
り
挟
ま
れ

る
熊
本
弁
に
よ
っ
て
リ
ア
ル
に
示
さ
れ
る
。

し
か
し
残
酷
な
表
現
が
、
か
つ
て
の
海
の
豊

考
え
て
い
る
か
ら
。
だ
か
ら
実
は
僕
は
、
と

て
も
愛
国
的
な
人
間
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
、
外
で
何
か
を
見
て
、
日
本
と
比

較
し
て
面
白
い
と
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
、

自
分
が
極
め
て
日
本
的
だ
と
い
う
こ
と
で
し

ょ
う
」

洋
の
植
民
地
で
も
な
く
地
理
的
に
遠
い
場
所

で
驚
異
的
な
速
さ
で
近
代
化
を
遂
げ
た
要
因

の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
加
藤
は
説
く
。

「
昔
の
日
本
人
は
、
生
魚
を
ご
飯
に
載
せ
た

も
の
な
ん
て
外
国
人
が
食
べ
る
わ
け
が
な
い

と
思
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
」
と
、
池
澤
氏
は

い
た
ず
ら
っ
ぽ
く
笑
う
。

「
寿
司
は
文
化
庁
の
後
押
し
な
ど
な
く
て
も

ブ
ー
ム
に
な
り
ま
し
た
。『
こ
こ
に
こ
う
い

う
も
の
が
あ
っ
て
、
僕
は
こ
れ
を
楽
し
ん
で

い
る
。
よ
そ
の
国
の
人
も
、
一
緒
に
見
て
、

楽
し
ま
な
い
？
』。
こ
ん
な
積
極
性
が
、
こ

れ
か
ら
の
日
本
に
は
必
要
な
の
で
は
な
い
か

と
思
い
ま
す
。『
文
楽
っ
て
面
白
い
じ
ゃ
ん
、

こ
ん
な
に
凝
っ
た
人
形
芝
居
、
ほ
か
に
あ

る
？
』
と
、
ま
ず
は
勧
め
て
み
る
。
あ
と
は

向
こ
う
の
判
断
で
す
。
面
白
い
、
居
心
地
が

い
い
と
思
っ
て
く
れ
た
な
ら
、
研
究
者
も
留

学
生
も
自
然
に
集
ま
り
ま
す
」

　
そ
の
確
信
は
、
池
澤
氏
が
初
め
に
訪
れ
た

ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
小
さ
な
島
で
じ
か
に
覚
え

「よその国の人も
一緒に見て、楽しまない？」

こんな積極性が、これからの日本には
必要だと思います。

饒
さ
や
生
活
の
幸
せ
を
か
え
っ
て
引
き
立
た

せ
て
い
る
と
も
い
え
る
の
だ
。『
苦
海
浄
土
』

に
挟
ま
れ
た
「
月
報
」
に
は
、
池
澤
氏
が
こ

の
作
品
に
寄
せ
た
コ
メ
ン
ト
が
あ
る
。

「
こ
れ
は
か
つ
て
水
俣
に
あ
っ
た
幸
福
感

の
物
語
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
の
点
で
こ
の

作
品
は
凡
百
の
公
害
が
ら
み
の
ノ
ン
フ
ィ

Ikezaw
a N

atsuki

１
９
４
５
年
北
海
道
帯
広
生

ま
れ
。作
家
、詩
人
、翻
訳
家
。

88
年『
ス
テ
ィ
ル・ラ
イ
フ
』で

芥
川
賞
受
賞
。お
も
な
小
説

に『
マ
シ
ア
ス・ギ
リ
の
失
脚
』

（
谷
崎
潤
一
郎
賞
）、『
花
を
運

ぶ
妹
』（
毎
日
出
版
文
化
賞
）、

『
カ
デ
ナ
』、エッ
セ
イ
に『
終
わ

り
と
始
ま
り
』な
ど
が
あ
る
。

２
０
０
７
年
よ
り
個
人
編
集

に
よ
る「
世
界
文
学
全
集
」全

30
巻
を
刊
行（
11
年
完
結
）

し
、14
年
よ
り「
日
本
文
学
全

集
」を
手
が
け
る
。

　
２
０
０
７
年
か
ら
刊
行
さ
れ
た
「
世
界
文

学
全
集
」（
河
出
書
房
新
社
）
は
、
書
評
家

の
顔
も
持
つ
池
澤
氏
の
個
人
編
集
で
あ
り
、

第
二
次
世
界
大
戦
後
か
ら
９
・
11
ま
で
に
出

版
さ
れ
た
国
内
外
の
名
作
に
狙
い
が
定
め
ら

れ
て
い
る
。
日
本
と
「
外
」
と
の
関
わ
り
を

考
え
た
と
き
、「
翻
訳
」
は
重
要
な
キ
ー
ワ

ー
ド
だ
。
池
澤
氏
に
と
っ
て
、
翻
訳
と
は
ど

の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

「
大
事
な
の
は
、
原
文
が
読
め
な
い
か
ら
、

仕
方
な
く
翻
訳
を
す
る
と
い
う
偏
見
を
捨
て

る
こ
と
。
日
本
で
は
明
治
以
来
、
西
洋
の
文

物
を
輸
入
し
、
研
究
者
が
そ
れ
を
読
み
解
く

な
か
で
『
つ
い
で
に
』
翻
訳
し
て
き
た
と
い

う
経
緯
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
文
学
作
品

は
翻
訳
で
生
ま
れ
直
し
ま
す
。
違
う
言
語
の

中
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
、
再
創
造
さ
れ
る
。

翻
訳
は
本
来
能
動
的
な
も
の
な
の
で
す
。
翻

訳
で
欠
落
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
も
と
も
と

作
品
に
潜
ん
で
い
る
力
が
顕
わ
に
な
る
こ
と

の
意
義
の
ほ
う
が
大
き
い
」

「
世
界
文
学
全
集
」
に
続
け
て
氏
が
編
集
し

た
「
日
本
文
学
全
集
」
に
は
『
日
本
語
の
た

め
に
』
と
い
う
巻
が
あ
り
、「
生
き
る
べ
き
か
、

死
ぬ
べ
き
か
」
で
有
名
な
「
ハ
ム
レ
ッ
ト
」

第
三
幕
第
一
場
の
日
本
語
訳
が
10
種
類
に
わ

た
り
収
め
ら
れ
て
い
る
。

「
イ
ギ
リ
ス
人
は
あ
れ
を
原
語
で
読
ま
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
大
変
で
す
。
翻
訳

な
ら
、
現
代
に
合
わ
せ
た
訳
が
い
く
ら
で
も

で
き
ま
す
。
翻
訳
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
創
作
的
な

営
み
な
の
で
す
。
い
わ
ば
再
創
造
と
い
っ
て

も
い
い
で
し
ょ
う
。
だ
か
ら
、
僕
の
な
か
で

は
翻
訳
者
の
地
位
が
と
て
も
高
い
。
特
に
最

近
は
上
手
な
仕
事
を
す
る
翻
訳
者
が
増
え
ま

し
た
。
そ
れ
に
加
え
、
い
わ
ゆ
る
先
進
国
で

は
な
い
国
か
ら
作
家
が
た
く
さ
ん
生
ま
れ
て

き
て
世
界
文
学
が
活
性
化
し
て
い
る
た
め
、

翻
訳
文
学
は
マ
ル
チ
リ
ン
ガ
ル
と
で
も
い
う

べ
き
状
況
に
さ
し
か
か
っ
て
い
ま
す
。
だ
か

ら
こ
そ
全
集
が
作
れ
た
の
で
す
」

　
南
ア
フ
リ
カ
出
身
の
ク
ッ
ツ
ェ
ー
や
ベ
ト

ナ
ム
の
バ
オ
・
ニ
ン
、
チ
ェ
コ
生
ま
れ
の
ミ

ラ
ン
・
ク
ン
デ
ラ
な
ど
、
確
か
に
作
家
陣
は

「
日
本
人
の
雑
種
性
を
考
え
れ
ば
、
取
り
入

れ
る
こ
と
に
か
け
て
は
優
れ
て
い
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。
で
も
、
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
な
か

な
か
で
き
な
い
の
が
問
題
」
と
池
澤
氏
。

「
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
か
け
て
は
、
と
に
か
く

い
い
も
の
を
作
る
し
か
な
い
。
文
学
で
い
え

ば
世
界
に
通
用
す
る
の
が
村
上
春
樹
だ
け
と

い
う
現
況
を
変
え
て
、
も
っ
と
厚
み
を
出
す

必
要
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
一
目
見
れ
ば
す
ぐ

理
解
で
き
る
モ
ノ
づ
く
り
を
し
て
い
る
画
家

や
写
真
家
を
、
う
ら
や
ま
し
い
と
思
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
文
学
は
必
ず
翻
訳
と
い
う
ス

テ
ッ
プ
が
あ
り
、
訳
者
や
出
版
社
の
意
思
が

な
け
れ
ば
世
界
に
出
て
い
き
ま
せ
ん
。
そ
こ

が
難
し
い
と
こ
ろ
で
す
ね
」

　
イ
ン
プ
ッ
ト
は
じ
ゅ
う
ぶ
ん
と
す
る
池
澤

氏
だ
が
、
と
も
す
れ
ば
そ
の
ま
ま
内
向
き
に

陥
っ
て
し
ま
い
が
ち
な
日
本
が
、「
外
」
と

の
対
話
を
充
実
さ
せ
る
た
め
に
は
ど
う
し
て

い
く
べ
き
だ
ろ
う
か
。




