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フューチャー・ザ・清盛
—平清盛の真

ホ ン ト

実—
　
古
代
か
ら
中
世
へ
、

貴
族
の
世
か
ら
武
士
の

世
へ
…
…
、
末
法
思
想

が
蔓
延
し
、
既
成
概
念

が
覆
さ
れ
て
い
く
時
代

の
変
革
期
。

　
平
安
時
代
末
期
は

教
科
書
で
読
む
だ
け
で

は
想
像
で
き
な
い
ほ
ど

大
き
な
変
化
に
さ
ら
さ

れ
、
誰
も
が
先
の
見
え

な
い
混
沌
と
し
た
世
の

中
を
、
漠
然
と
し
た
不

安
を
抱
い
て
生
き
て
い

ま
し
た
。

　
そ
ん
な
未
曾
有
の

時
代
を
生
き
、
そ
の
後

６
５
０
年
以
上
続
く
武

士
の
世
が
生
ま
れ
る
契

機
を
作
っ
た
人
物
こ
そ

平
清
盛
で
し
ょ
う
。

　
今
回
は
、
新
し
い
時

代
を
見
据
え
な
が
ら
混

迷
の
時
代
を
生
き
た
清

盛
と
そ
の
時
代
に
つ
い

て
、
歴
史
学
部
歴
史
学

科
教
授
・
今
堀
太
逸
先

生
と
歴
史
学
部
の
学
生

に
語
り
合
っ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。

歴史学部
歴史学科
今堀太逸教授

歴史学部
歴史学科 2回生
小川　健さん

歴史学部
歴史学科 3回生
星　優也さん

歴史学部
歴史学科 3回生
羽賀　睦さん

今
堀
先
生 
●  
日
本
史
上
、
最
も
有
名
な

武
士
の
一
人
に
あ
げ
ら
れ
る
平
清
盛
。
み

な
さ
ん
は
彼
に
ど
ん
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

て
い
ま
す
か
？

小
川
さ
ん 

●   

平
氏
の
棟
梁
で
、
朝
廷
に

も
強
い
影
響
力
を
持
っ
た
人
…
…
か
な
。

で
も
、
子
ど
も
の
頃
に
読
ん
だ
『
学
習

ま
ん
が
　
日
本
の
歴
史
』
で
の
描
か
れ

方
の
せ
い
か
、
か
な
り
悪
人
の
イ
メ
ー
ジ

が
あ
り
ま
す
ね
。

星
　
さ
ん 

●  

貴
族
が
低
く
み
て
い
た
武

士
と
い
う
身
分
を
歴
史
の
表
舞
台
に
立

た
せ
、
認
め
さ
せ
た
人
で
し
ょ
う
か
。

武
士
と
し
て
初
め
て
太
政
大
臣
に
ま
で

昇
り
つ
め
た
こ
と
は
、
す
ご
い
こ
と
だ
と

思
い
ま
す
。

羽
賀
さ
ん 

●  

情
報
収
集
能
力
に
長
け
、

情
勢
を
読
む
力
や
判
断
力
も
持
ち
合
わ

せ
て
い
た
人
だ
と
思
い
ま
す
。
で
も
当

時
の
常
識
で
は
タ
ブ
ー
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
合
理
的
判
断
で
や
っ
て
し
ま
う
所

は
リ
ア
リ
ス
ト
で
あ
り
、
ず
る
賢
か
っ
た

ん
だ
ろ
う
な
ぁ
と
思
い
ま
す
。
と
く
に

保
元
の
乱
で
の
夜
討
ち
や
平
治
の
乱
で

の
陽
動
作
戦
と
か
。
個
人
的
に
は
そ
ん

な
と
こ
ろ
が
可
愛
い
と
思
っ
て
い
る
ん
で

す
が
（
笑
）。

平
清
盛
っ
て
ど
ん
な
人
？
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開
館
カ
レ
ン
ダ
ー

Whisper
彼は適応した。それだけのことだ。

ジャック・ロンドン『野生の呼び声』

主人公のセントバーナードとシェパードのハーフ犬のバックは、生まれたときから、アメリ

カの大きなお屋敷で贅沢に暮らし、王様のように振舞ってきました。バックが4歳のとき、

北極圏で金鉱が掘りあてられ、その地域へ荷物を運ぶ犬として、屋敷内の小悪党に売り飛ば

されます。生活は一変、食事もほとんど与えられず、暴力をもって重い荷を運ばされる生活

を送ることになります。厳寒の自然のなか、ほかの犬たちとの権力闘争を繰り返すうちに、

彼は身体に眠っていた野生に目覚めます。この作品ではバックをまっすぐに犬として描き、

擬人化していません。しかし、読者はバックの姿に運命に翻弄される「人」を見て、その生

き方に感動するのです。

ジャック・ロンドン
1876年誕生。アメリカ合
衆国の短編作家。日露戦
争の取材で来日したこと
もある。主な作品は『白
い牙』。

本のささやき

歴史学部
歴史学科 2回生
國原健司さん
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巻頭特集　座談会



し
ょ
う
。『
平
家
物
語
』

は
栄
枯
盛
衰
や
因
果
応

報
と
い
う
仏
教
思
想
に
基

づ
い
て
創
作
さ
れ
た
物
語

で
、
史
実
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
制
作
さ
れ
た
時
代
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
多
く
の
人
に

受
入
れ
ら
れ
た
結
果
、
そ
こ
に
記
さ
れ

た
も
の
が
事
実
だ
と
誤
認
さ
れ
て
い
る

こ
と
も
多
い
の
で
す
。

羽
賀
さ
ん 

●  

『
平
家
物
語
』
は
、
平
氏
の

人
々
へ
の
鎮
魂
の
た
め
に
作
ら
れ
、
広
ま
っ

た
と
聞
き
ま
し
た
が
、
な
ぜ
、
清
盛
が
悪

く
描
か
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
？

今
堀
先
生 

●  

当
時
は
、
こ
の
世
へ
未
練

を
残
し
て
死
ん
だ
人
間
が
、
現
世
に
災

い
を
起
こ
す
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

だ
か
ら
「
壇
ノ
浦
で
滅
び
た
平
家
の
武

将
が
怨
霊
に
な
っ
て
災
い
を
起
こ
す
の

で
は
？
」
と
当
時
の
人
々
は
恐
れ
ま
し

た
。
そ
こ
で
、
平
氏
が
滅
ん
だ
の
は
、

古
今
の
悪
人
の
中
で
最
悪
で
あ
る
清
盛

の
業
が
一
族
郎
党
ま
で
に
及
ん
だ
か
ら

だ
と
考
え
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
唯
一
生

き
残
っ
た
建
礼
門
院
が
平
氏
一
門
の
菩

提
を
弔
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
彼
女
自
身

が
往
生
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
「
灌か
ん

頂
じ
ょ
う

の
巻
」
に
記
し
て
鎮
魂
し
た
の
で
す
ね
。

羽
賀
さ
ん 

●  

で
は
、
平
氏
へ
の
鎮
魂
の
た

國
原
さ
ん 

●  

貴
族
化
し
て
、
思
い
上
が

る
姿
は
武
士
っ
ぽ
く
な
い
気
が
し
ま
す
。

今
堀
先
生 
●  

な
る
ほ
ど
。
可
愛
い
と
い

う
変
わ
っ
た
意
見
ま
で
出
ま
し
た
が
、

全
般
的
に
あ
ま
り
い
い
イ
メ
ー
ジ
は

持
っ
て
い
な
い
み
た
い
で
す
ね
。
た
い

て
い
の
人
は
そ
う
で
し
ょ
う
。
で
は
、

あ
ら
た
め
て
清
盛
に
つ
い
て
み
ん
な
で

検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

今
堀
先
生 

●

ま
ず
は
清
盛
が
生
き
た
時

代
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
当
時
は
院

政
が
敷
か
れ
て
い
ま
し
た
。
院
政
は
天
皇

が
譲
位
し
て
、
上
皇
と
し
て
政
治
に
関
わ

る
政
治
形
態
の
こ
と
で
す
よ
ね
。
な
ぜ
、

そ
ん
な
形
態
が
生
ま
れ
た
の
で
し
ょ
う
？

羽
賀
さ
ん 

●  

元
々
は
皇
位
継
承
問
題
の

解
決
と
、
上
皇
が
権
力
を
掌
握
す
る
た

め
だ
と
思
い
ま
す
。
現
天
皇
が
次
の
天
皇

り
ま
す
か
？

小
川
さ
ん 

●  

教
科

書
に
よ
く
載
っ
て
い
る

僧
形
の
清
盛
像
で
す
よ
ね
？

今
堀
先
生 

●  

そ
う
で
す
。
あ
の
像
の
第
一

印
象
は
気
品
の
あ
る
イ
ン
テ
リ
だ
と
思
い

ま
せ
ん
か
？
　
イ
ン
テ
リ
だ
と
思
う
一
例

と
し
て
筆
跡
が
あ
げ
ら
れ
ま
す
。
美
術

品
と
し
て
も
名
高
い
平
家
納
経
は
、
清

盛
が
平
氏
一
門
の
繁
栄
を
感
謝
し
、
と
く

に
女
人
成
仏
を
祈
念
し
て
奉
納
さ
れ
た

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
写
経
や
願
文
に

は
清
盛
の
力
強
い
文
字
が
記
さ
れ
て
い
ま

す
。
文
字
は
人
を
表
す
と
古
来
い
わ
れ

て
い
ま
す
が
、
あ
ん
な
字
を
書
け
る
人

物
が
平
家
物
語
で
書
か
れ
て
い
る
よ
う

な
人
柄
だ
と
は
思
え
ま
せ
ん
よ
。

國
原
さ
ん 

●     

今
ま
で
清
盛
は
傍
若
無
人

で
短
気
で
自
分
以
外
に
興
味
な
い
非
情

な
人
間
だ
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。そ
れ
は
、

平
家
物
語
ベ
ー
ス
の
脚
色
を
さ
れ
た
清

盛
だ
っ
た
ん
で
す
ね
。
実
際
ど
ん
な
人

間
だ
っ
た
の
か
知
り
た
く
な
り
ま
し
た
。

羽
賀
さ
ん 

●  

平
家
納
経
は
、
清
盛
が
自
分

と
皇
太
子
を
指
名
し
て
譲
位
す
る
こ
と

で
、
安
定
し
た
皇
位
継
承
を
ア
ピ
ー
ル
し
、

政
治
の
乱
れ
や
停
滞
を
阻
止
し
た
か
っ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
あ
と
は
、
天

皇
を
指
名
す
る
こ
と
で
上
皇
に
権
力
が

集
中
し
や
す
く
し
た
の
で
し
ょ
う
ね
。

星
　
さ
ん 

●  

天
皇
の
地
位
は
神
聖
な
た

め
、
世
俗
的
な
権
力
闘
争
や
土
地
争
い

に
直
接
的
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
が
、
上
皇
に
な
る
と
そ
れ
ら
に
も

介
入
で
き
、
政
治
的
に
も
経
済
的
に
も

大
き
な
影
響
力
を
持
て
る
よ
う
に
な
る

か
ら
で
し
ょ
う
か
。

今
堀
先
生 

●  

そ
れ
で
は
、
上
皇
が
権
力

を
持
つ
こ
と
で
、
政
治
は
ど
う
な
っ
た
の

で
し
ょ
う
？

小
川
さ
ん 

●     

独
自
の
執
政
機
関
を
作
り
、

身
分
に
関
係
な
く
人
材
を
登
用
し
た
の

で
、
藤
原
氏
中
心
の
貴
族
社
会
で
は
頭

角
を
現
せ
な
か
っ
た
人
々
が
力
を
発
揮

す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

國
原
さ
ん 

●  

上
皇
は
、
院
宣
と
い
う
文

書
で
命
令
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
経

済
基
盤
と
し
て
全
国
に
ま
た
が
る

院
領
荘
園
を
確
保
し
、
そ
の

荘
園
内
に
い
た
武
士
も

ま
た
上
皇
の
有
力
な

武
力
源
と
し
た
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
堀
先
生 

●  

そ
の
と
お
り
で
す
。
と
く
に

清
盛
の
祖
父
・
平
正
盛
は
白
河
院
の
皇

女
の
菩
提
所
に
領
地
を
寄
進
し
て
、
上

皇
の
近
臣
と
な
り
ま
す
。
父
・
忠
盛
も

領
地
の
寄
進
を
き
っ
か
け
に
武
士
で
初
め

て
殿
上
人
と
な
り
、
中
央
政
界
へ
と
躍

進
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
財
政
の
基
盤

は
日
宋
貿
易
の
独
占
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た

も
の
で
す
。
さ
ら
に
武
力
を
背
景
に
警

察
権
・
軍
事
権
を
握
り
、
反
乱
を
鎮
め
、

天
皇
や
朝
廷
に
奉
仕
す
る
こ
と
で
、
信

頼
を
得
、
平
氏
は
都
で
い
っ
そ
う
存
在

感
を
強
め
た
の
で
す
。

小
川
さ
ん 

●  

経
済
面
、
政
治
面
、
武
力

面
に
お
い
て
上
皇
を
支
え
る
こ
と
で
、
平
氏

が
力
を
つ
け
た
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ん
で
す

ね
。

羽
賀
さ
ん 

●  

ラ
イ
バ
ル
の
源
氏
も
そ
う

や
っ
て
力
を
つ
け
て
い
た
の
で
す
か
？

今
堀
先
生 

●    

源
氏
に
は
、
平
氏
の
よ
う

な
経
済
基
盤
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
た
め
、
こ
の
時
点
で
源
氏
の
力
は

平
氏
と
は
雲
泥
の
差
だ
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま

す
ね
。

め
だ
け
に
清
盛

は
悪
人
と
し
て
描
か

れ
た
の
で
す
か
？

今
堀
先
生 

●  

政
治
的
な
意
図
も
大
き
い

で
し
ょ
う
。
貴
族
の
支
配
か
ら
武
士
の

支
配
に
変
わ
る
過
渡
期
に
政
権
を
と
っ

た
源
氏
が
、
支
配
の
正
当
性
を
主
張
す

る
ツ
ー
ル
と
し
て
も
活
用
し
た
こ
と
は

想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
〝
極

悪
非
道
の
清
盛
を
滅
ぼ
し
た
源
氏
が
、

こ
の
地
を
支
配
し
て
平
和
を
保
持
す
る
〟

と
い
う
根
拠
に
利
用
さ
れ
た
の
で
す
。

今
堀
先
生 

●  

清
盛
に
関
す
る
古
文
書
は

少
な
く
、
本
当
の
清
盛
像
を
探
る
に
は

文
献
を
追
う
だ
け
で
は
難
し
い
で
し
ょ

う
。
中
世
考
古
学
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
や

平
家
納
経
な
ど
の
美
術
品
も
研
究
材
料

と
し
て
、
清
盛
像
を
解
明
す
る
必
要
が
あ

る
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
六
波
羅
蜜

寺
に
あ
る
平
清
盛
像
を
見
た
こ
と
が
あ

の
財
力
や
権
威
を
見

せ
つ
け
る
た
め
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
だ
と

思
っ
て
い
ま
し
た
。
感

謝
の
思
い
で
奉
納
し
た

と
は
…
…
、
今
ま
で
の
イ

メ
ー
ジ
が
い
い
意
味
で
壊
れ

ま
し
た
（
笑
）。

星
　
さ
ん 

●  

文
献
史
料
以
外
か
ら
の
解

釈
に
も
価
値
が
あ
る
と
初
め
て
知
り
ま

し
た
。
意
外
で
す
が
、
そ
う
い
う
研
究

方
法
も
取
り
入
れ
れ
ば
、
幅
広
く
情
報

を
収
集
し
て
研
究
で
き
る
よ
う
な
気
が

し
ま
す
。

今
堀
先
生 

●  

史
料
に
こ
だ
わ
っ
て
研
究

を
進
め
る
と
、
ど
う
し
て
も
見
え
な
く

な
る
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
と
く
に

滅
亡
し
た
一
族
に
つ
い
て
調
べ
る
に

は
、
偏
っ
た
史
料
し
か
残
っ
て
い
ま
せ

ん
。
客
観
的
な
視
点
と
多
面
的
な
情
報

収
集
力
を
磨
く
こ
と
で
、
文
字
以
外
か

ら
の
情
報
も
利
用
で
き
、
当
時
の
社
会

情
勢
や
文
化
を
理
解
し
た
上
で
さ
ま
ざ

ま
な
面
白
い
発
見
に
出
会
え
る
と
思
い

ま
す
。
そ
し
て
、
多
く
の
情
報
か
ら
紡つ
む

ぎ
出
し
た
結
論
こ
そ
が
、
限
り
な
く
真

実
に
近
い
も
の
に
な
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

今
堀
先
生 

●    

一
般
に
清
盛
の
イ
メ
ー
ジ

は
、
非
情
で
権
勢
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、

お
ご
り
高
ぶ
っ
た
あ
げ
く
、
原
因
不
明

の
高
熱
で
死
ん
で
い
っ
た
人
物
で
す
よ

ね
。
そ
し
て
そ
の
末
裔
は
、
ラ
イ
バ
ル
で

あ
る
源
氏
に
滅
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
。
悪

役
・
平
氏
に
対
し
て
、
正
義
の
一
族
・
源

氏
、
と
い
う
構
図
で
す
。
し
か
し
、
そ

の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
な
ぜ
定
着
し
て

し
ま
っ
た
の
か
不
思
議
で
は
あ
り
ま
せ

ん
か
？

小
川
さ
ん 

●     

現
在
残
っ
て
い
る
文
献
が
、

平
氏
の
滅
亡
後
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と

を
考
え
る
と
、
勝
者
で
あ
る
源
氏
の
都

合
の
い
い
よ
う
に
記
述
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

今
堀
先
生 

●  

確
か
に
、
今
、
残
っ
て
い
る

文
献
は
、
基
本
的
に
は
勝
者
の
歴
史
で

す
。
さ
ら
に
史
料
と
し
て
『
平
家
物
語
』

が
利
用
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
大
き
い
で

平
清
盛
の
生
き
た
時
代

多
方
面
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ

で
真
実
に
迫
る

『
平
家
物
語
』
に
み
る
平
清
盛

巻頭特集　座談会 23
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の
歴
史
記
述
を『
書
』、
ま
た
年
月
の
順

を
追
っ
て
記
述
す
る
編
年
体
の
そ
れ
を

『
紀
』と
称
す
る
の
が
通
例
で
す
。
日
本

書
紀
三
十
巻
の
う
ち
、
巻
一
、二
は
神

話
、
巻
三
以
降
の
天
皇
の
歴
史
記
述
に

編
年
体
を
採
用
し
て
い
ま
す
の
で
、
中

国
史
書
の
例
に
照
し
て
変
則
的
で
す
。

そ
の
上
、
神
話
を
伝
え
る
巻
一
、二
の

い
わ
ゆ
る
神
代
紀
は
、
全
部
で
十
一
段

か
ら
成
り
立
っ
て
い
ま
す
が
、
各
段
ご

と
に
本
伝
と
そ
の
異
伝
を
つ
た
え
る
一

書
と
を
組
み
合
わ
せ
て
い
ま
す
。
こ
の

構
成
や
組
み
合
わ
せ
も
、
極
め
て
独
特

で
す
。

　
い
ま
こ
の
神
代
紀
に
つ
い
て
い
え
ば
、

通
説
で
は
、
一
書
を
、
日
本
書
紀
の
編

纂
時
に
実
際
に
存
在
し
た
文
献
と
み
ま

す
。
そ
の
文
献
の
記
述
を
各
段
ご
と
に

割
り
振
り
、
そ
れ
を
一
書
と
し
て
本
伝

に
組
み
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
逆
に
、
各
段
を
通
し
て
同
じ

表
記
の
一
書
を
辿
っ
て
い
け
ば
、
も
と

に
な
っ
た
文
献
が
復
元
で
き
る
は
ず
だ

と
し
て
、
実
地
に
そ
れ
を
試
み
た
論
文

が
あ
り
ま
す
。
誤
り
で
す
が
、
一
つ
の

有
力
な
学
説
と
な
っ
て
も
い
ま
す
。

―
―
―
そ
れ
で
は
、
そ
う
し
た
神
代
紀

と
古
事
記
と
の
関
係
で
す
が
、
独
自
な

お
考
え
が
あ
り
ま
す
か
。

　
日
本
書
紀
の
い
ま
お
話
し
た
歴
史
記

述
を
成
り
立
た
せ
る
背
景
に
は
、
中
国

史
書
の「
述
べ
て
作
ら
ず
」と
い
う
大
原

則
が
あ
り
ま
す
。
歴
史
を
そ
の
あ
る
が

ま
ま
に
伝
え
、
そ
こ
に
嘘
作
を
交
え
な

い
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
一
書
で
も
数

多
く
伝
え
る
、
そ
う
し
て
い
か
に
も
中

国
史
書
ら
し
い
体
裁
を
と
る
の
で
す
。

古
事
記
は
、
こ
れ
と
は
対
照
的
に
、
多

様
よ
り
統
一
を
め
ざ
し
て
い
ま
す
。
神

代
紀
に
古
事
記
の
上
巻
が
ほ
ぼ
対
応
し

ま
す
が
、
本
伝
と
一
書
と
を
組
み
合
わ

せ
た
多
様
な
歴
史
の
逆
を
行
く
、
天
皇

の
始
祖
を
中
心
と
し
た
神
々
の
歴
史
と

し
て
統
一
的
、
体
系
的
に
収
斂
さ
せ
た

と
こ
ろ
に
、
古
事
記
の
そ
れ
こ
そ
並
々

な
ら
ぬ
意
志
を
感
じ
ま
す
。
そ
し
て
ま

さ
に
そ
の
意
志
こ
そ
が
、
古
事
記
の

達
成
度
の
高
く
、
文
学
性
の
極
め
て

豊
か
な
所
伝
に
結
実
し
た
は
ず
で
す
。

一
三
〇
〇
年
の
節
目
と
な
る
今
こ
そ
、

こ
の
古
事
記
を
積
極
的
に
再
評
価
す
べ

き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
各
種
記
念

事
業
が
、
古
事
記
を
現
代
に
あ
ら
た
め

て
生
か
す
そ
の
機
会
と
な
る
こ
と
を
念

じ
て
い
ま
す
。

■
注
釈

※�

中
国
の
六
朝
時
代
に
、
怪
異
に
関
す
る
話
を
記
録
し

た
短
編
小
説
類
。「
捜
神
記
」
な
ど

榎
えの

本
もと

 福
ふく

寿
じゅ

 ［文学部　日本文学科教授］
 
1948年、埼玉県生まれ。国学院大学文学部卒業、京都
大学大学院文学研究科国語国文学専攻博士課程満
期退学、北京大学高級訪問学者（2001）、東京大学大
学院私学研修員（2009）。
専門は上代文学における和漢比較研究。

在
や
そ
の
国
の
統
治
の
歴
史
を
始
源
に

遡
っ
て
解
き
明
か
し
、
正
当
化
す
る
と

こ
ろ
に
ね
ら
い
が
あ
り
ま
す
。
も
ち
ろ

ん
、
単
に
資
料
、
伝
承
の
類
の
寄
せ
集

め
な
ど
で
は
な
く
、
表
現
も
構
成
も
実

に
よ
く
練
り
上
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
古

事
記
の
真
骨
頂
も
、
む
し
ろ
そ
の
点
に

あ
り
ま
す
。

　
た
と
え
ば
、
上
巻
の
始
め
に
イ
ザ
ナ

ギ
、
イ
ザ
ナ
ミ
と
い
う
夫
婦
二
神
が
結

婚
し
国
を
生
み
ま
す
。
こ
の
世
界
の
創

造
を
、超
絶
的
な
万
能
の
神
で
は
な
く
、

あ
く
ま
で
人
間
が
モ
デ
ル
の
神
が
担
っ

て
い
る
の
で
す
。
人
間
が
モ
デ
ル
で
す

か
ら
、火
神
の
出
産
に
よ
り
妻
が
死
に
、

そ
の
死
を
悼
み
黄
泉（
死
後
の
世
界
）ま

で
追
う
と
い
う
よ
う
に
、
さ
な
が
ら
こ

の
娑
婆
世
界
を
反
映
し
た
物
語
が
展
開

し
ま
す
。
実
は
多
様
多
彩
な
絵
柄
を
と

お
し
て
神
々
の
世
界
を
統
一
的
、
体
系

的
に
描
く
こ
と
そ
れ
自
体
に
専
ら
関
心

を
寄
せ
て
い
る
か
の
よ
う
で
す
。
ま
た

中
巻
で
は
、
神
と
人
と
の
交
渉
を
、
中

国
伝
来
の
※

志
怪
小
説
と
い
う
怪
異
の

物
語
を
も
と
に
脚
色
し
た
伝
承
が
異
彩

を
放
っ
て
い
ま
す
。
下
巻
に
な
る
と
、

冒
頭
に
位
置
す
る
仁
徳
天
皇
の
時
代
を

「
聖
帝
の
世
」と
し
て
儒
教
的
聖
天
子
の

統
治
に
な
ぞ
ら
え
理
想
化
し
ま
す
。
そ

の
一
方
、激
情
に
駆
ら
れ
た
兄
妹
婚
を
、

唐
の
律
が
規
定
す
る
内
乱（
姦
通
罪
）に

そ
く
し
て
描
い
て
さ
え
い
ま
す
。
仏
典

も
含
め
、
中
国
か
ら
舶は
く

載さ
い

し
た
典
籍
を

自
在
に
活
用
す
る
そ
の
創
作
手
腕
や
文

学
性
の
高
さ
は
、
本
当
に
驚
く
ば
か
り

で
す
。

―
―
―
先
生
の
お
話
は
、
従
来
の
古
事

記
に
対
す
る
一
般
的
イ
メ
ー
ジ
と
は
大

き
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
そ
れ
で
は
、
古
事
記
の
撰

上
か
ら
８
年
後
の
養
老
四（
７
２
０
）年

に
日
本
書
紀
が
成
立
し
ま
す
が
、
こ
ち

ら
の
方
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
お
考

え
で
す
か
。

　
日
本
書
紀
は
歴
史
書
で
す
。
中
国
の

史
書
の
体
裁
を
お
お
む
ね
踏
襲
し
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
古
代
中
国
で
は
、
個

人
の
伝
記
を
中
心
に
構
成
す
る
紀
伝
体

古
事
記
と

日
本
書
紀

解
説 「
特
集
コ
ー
ナ
ー
」

　

平
成
24
（
２
０
１
２
）
年
は
、
飛
鳥
か
ら
奈
良
に
都
を
遷
し

て
二
年
後
の
和
銅
５
（
７
１
２
）
年
に
『
古
事
記
』
が
撰
上
さ

れ
て
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
三
〇
〇
年
目
に
当
た
り
ま
す
。
こ
れ
に

ち
な
む
記
念
事
業
が
様
々
に
企
画
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ

の
一
つ
、
奈
良
国
立
博
物
館
と
古
事
記
学
会
と
の
共
催
に
よ
る

「
古
事
記
の
歩
ん
で
き
た
道
―
―
古
事
記
撰
録
一
三
〇
〇
年
―

―
」
と
題
す
る
特
別
陳
列
が
、
６
月
16
日
か
ら
一
カ
月
間
、
奈

良
国
立
博
物
館
を
会
場
に
開
催
さ
れ
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
古
事
記
学
会
や
上
代
文
学
会
の
理
事
で
も
い
ら
っ

し
ゃ
る
榎
本
福
寿
先
生
に
、
成
立
か
ら
一
三
〇
〇
年
経
っ
た
古

事
記
を
め
ぐ
る
魅
力
や
今
日
的
課
題
な
ど
に
つ
い
て
お
話
を
う

か
が
い
ま
し
た
。

―
―
―
わ
た
し
た
ち

は
古
事
記
と
い
う
書

名
は
聞
い
た
こ
と
が

あ
っ
て
も
、
そ
の
中
身

は
あ
ま
り
知
り
ま

せ
ん
。
古
事
記

と
は
ど
ん
な
書

物
な
の
で
す
か
。

　
古
事
記
は
、
序
文
の

な
か
に
そ
の
内
容
の
概

要
や
成
立
の
経
緯
な

ど
に
つ
い
て
み
ず
か

ら
詳
し
く
語
っ
て

い
ま
す
。
そ
れ
に

よ
れ
ば
、
天
武
天
皇
の「
勅
ち
ょ
く

語ご

」
を
う

け
て
稗ひ
え

田だ
の

阿あ

礼れ

の「
誦
し
ょ
う

習し
ゅ
う」し
た
記
録

を
、
後
の
元
明
天
皇
の
命
に
よ
り
太
お
お
の

安や
す

万ま

侶ろ

が「
撰せ
ん

録ろ
く

」し
て「
献
上
」し
た

と
い
う
も
の
で
す
。
飛
鳥
か
ら
奈
良

時
代
に
か
け
て
律
令
国
家
を
整
備
す

る
な
か
で
、
そ
の
国
家
意
思
を
具
現

し
て
誕
生
し
ま
す
。

　
内
容
も
、天
皇
の
歴
史
が
中
心
で
す
。

上
巻
が
そ
の
天
皇
の
始
祖
を
始
め
と
す

る
神
々
の
世
界
、
中
巻
が
初
代
神
武
天

皇
に
始
ま
る
天
皇
お
よ
び
人
と
神
と
の

世
界
、
下
巻
が
天
皇
の
世
界
を
そ
れ
ぞ

れ
伝
え
て
い
ま
す
。
い
わ
ば
天
皇
の
存
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夜
の
熱
気
の
中
で
　

冷
た
い
汗
が
に
じ
む

夜
の
熱
気
の
中
で
　

な
ぜ
か
心
細
い

星
は
冷
た
く
瞬
き
　

意
地
悪
な
目
で
見
つ
め
る

件
は
自
分
の
専
門
外
だ
か
ら
、
検
視
に
協
力
す
る
よ
う

求
め
る
。

　
検
視
結
果
を
も
っ
て
警
察
署
に
や
っ
て
き
た
バ
ー
ジ

ル
は
、
そ
こ
で
コ
ル
バ
ー
ト
夫
人（
リ
ー
・
グ
ラ
ン
ト
）

に
会
う
。
夫
を
捜
す
彼
女
に
、コ
ル
バ
ー
ト
は
殺
害
さ
れ
、

犯
人
は
不
明
だ
と
告
げ
る
。
そ
こ
へ
容
疑
者
ハ
ー
ベ
イ

が
連
行
さ
れ
、
署
長
は
盗
ま
れ
た
財
布
を
証
拠
に
彼
を

犯
人
と
決
め
て
か
か
る
。
し
か
し
、
ハ
ー
ベ
イ
の
腕
を

触
っ
て
左
利
き
だ
と
わ
か
っ
た
バ
ー
ジ
ル
は
、
犯
人
は

右
利
き
な
の
で
彼
は
無
実
だ
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
こ
と
が
気
に
入
ら
な
い
署
長
は
、
今

度
は
バ
ー
ジ
ル
が
コ
ル
バ
ー
ト
の
検
視
結
果
を
渡
さ
な

い
こ
と
を
理
由
に
、
彼
ま
で
留
置
場
へ
放
り
込
む
。

　
留
置
場
で
ハ
ー
ベ
イ
か
ら
犯
行
時
刻
の
ア
リ
バ
イ
を

確
認
し
た
バ
ー
ジ
ル
は
、
コ
ル
バ
ー
ト
の
殺
害
現
場
が

別
の
場
所
で
あ
る
こ
と
を
署
長
に
告
げ
る
。
そ
れ
を
聞

い
て
も
黒
人
を
偏
見
の
目
で
見
る
彼
は
、
バ
ー
ジ
ル
を

町
か
ら
追
い
出
そ
う
と
す
る
。
し
か
し
、
コ
ル
バ
ー
ト

夫
人
か
ら
、
犯
人
を
逮
捕
し
な
け
れ
ば
工
場
建
設
に
必

要
な
技
術
者
を
引
き
揚
げ
さ
せ
る
と
言
わ
れ
た
市
長

は
、
署
長
に
向
か
っ
て
バ
ー
ジ
ル
を
使
っ
て
捜
査
を
さ

せ
る
よ
う
指
示
す
る
。

　
駅
で
列
車
を
待
っ
て
い
た
バ
ー
ジ
ル
は
、
署
長
か
ら

頼
ま
れ
て
渋
々
捜
査
に
協
力
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
町

へ
戻
っ
た
彼
は
、
コ
ル
バ
ー
ト
夫
人
を
訪
ね
、
綿
花
会

社
を
経
営
す
る
町
の
有
力
者
エ
ン
デ
ィ
コ
ッ
ト
が
工
場

建
設
に
反
対
し
て
い
た
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。
コ
ル

バ
ー
ト
の
乗
用
車
を
調
べ
た
彼
は
、
シ
ー
ト
に
血
痕
が

付
着
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
犯
人
が
こ
の
車
で
死
体
を

運
ん
だ
こ
と
を
確
信
す
る
。
そ
し
て
、
ブ
レ
ー
キ
に
付

　
ア
メ
リ
カ
南
部
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
の
田
舎
町
ス
パ
ー

タ
。
乗
り
継
ぎ
の
た
め
に
、
夜
行
列
車
か
ら
降
り
て
き

た
刑
事
が
、
見
知
ら
ぬ
街
で
殺
人
事
件
に
巻
き
込
ま
れ

て
ゆ
く
。

　
深
夜
の
パ
ト
ロ
ー
ル
中
に
、
路
上
に
倒
れ
て
い
た
男

を
発
見
し
た
巡
査
の
サ
ム
・
ウ
ッ
ド（
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
オ
ー

ツ
）は
、
そ
れ
が
死
体
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
驚
く
。

彼
の
連
絡
で
、
現
場
に
や
っ
て
き
た
新
任
署
長
の
ビ
ル
・

ギ
レ
ス
ピ
ー
（
ロ
ッ
ド
・
ス
タ
イ
ガ
ー
）は
、
町
の
医
者

や
カ
メ
ラ
マ
ン
を
使
っ
て
現
場
検
証
す
る
の
だ
っ
た
。

　
殺
さ
れ
た
の
は
、
町
に
工
場
を
建
設
す
る
た
め
に

や
っ
て
き
た
コ
ル
バ
ー
ト
で
、
撲
殺
さ
れ
財
布
や
所
持

品
は
奪
わ
れ
て
い
た
。
目
撃
者
も
な
く
、
ヒ
ッ
チ
ハ
イ

カ
ー
の
犯
行
と
考
え
た
署
長
は
、
サ
ム
に
駅
や
ビ
リ

ヤ
ー
ド
場
を
調
べ
る
よ
う
に
命
じ
る
。
駅
に
や
っ
て
き

た
彼
は
、
そ
こ
に
い
た
黒
人
男
性
に
不
信
を
抱
き
、
身

体
検
査
を
す
る
。
男
の
財
布
に
大
金
が
入
っ
て
い
た
こ

と
か
ら
、
サ
ム
は
男
を
犯
人
と
思
い
込
ん
で
警
察
署
に

連
行
し
た
。

　
男
は
バ
ー
ジ
ル
・
テ
ィ
ッ
ブ
ス（
シ
ド
ニ
ー
・
ポ
ワ
チ

エ
）と
名
乗
り
、
列
車
の
時
間
待
ち
を
し
て
い
た
と
説

明
す
る
が
、
黒
人
に
偏
見
を
も
っ
て
い
る
署
長
は
、
最

初
か
ら
バ
ー
ジ
ル
を
犯
人
扱
い
し
て
尋
問
を
は
じ
め

る
。
彼
は
所
持
し
て
い
た
大
金
の
出
所
を
尋
ね
た
署
長

に
向
か
っ
て
、
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア
の
警
察
官
で
あ
る

こ
と
を
説
明
し
、
身
分
証
明
書
を
見
せ
る
の
だ
っ
た
。

　
バ
ー
ジ
ル
の
身
元
を
照
会
し
た
署
長
は
、
そ
の
上
司

か
ら
捜
査
協
力
の
申
し
出
を
受
け
、
彼
が
殺
人
課
の
ベ

テ
ラ
ン
刑
事
で
あ
る
こ
と
を
聞
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
署

長
は
協
力
を
拒
否
す
る
バ
ー
ジ
ル
に
、
声
高
に
殺
人
事

(C)2011 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved. Distributed by Twentieth Century Fox Home Entertainment LLC. 
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い
て
い
た
シ
ダ
の
根
を
見
つ
け
た
。

　
エ
ン
デ
ィ
コ
ッ
ト
邸
を
訪
問
し
た
バ
ー
ジ
ル
と
署
長

は
、
温
室
で
エ
ン
デ
ィ
コ
ッ
ト
か
ら
、
蘭
の
栽
培
に
使

う
シ
ダ
の
根
を
見
せ
ら
れ
る
の
だ
っ
た
。

　
黒
人
に
偏
見
を
持
つ
ば
か
り
か
、
思
い
こ
み
に
よ
る

誤
っ
た
捜
査
を
繰
り
返
す
署
長
と
の
確
執
の
な
か
で
、

バ
ー
ジ
ル
は
犯
人
に
た
ど
り
着
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

　　
原
作
は
ア
メ
リ
カ
探
偵
作
家
ク
ラ
ブ
新
人
賞
を
受
賞

し
た
ジ
ョ
ン
・
ボ
ー
ル
の『
夜
の
熱
気
の
中
で
』。
こ
の

作
品
は
第
40
回
ア
カ
デ
ミ
ー
賞
作
品
賞
、
主
演
男
優
賞
、

脚
色
賞
、
音
響
賞
、
編
集
賞
の
5
部
門
を
受
賞
し
て
お

り
、
監
督
の
ノ
ー
マ
ン
・
ジ
ェ
イ
ソ
ン
は『
華
麗
な
る
賭

け
』（
１
９
６
８
年
）、『
屋
根
の
上
の
バ
イ
オ
リ
ン
弾
き
』

（
１
９
７
１
年
）な
ど
数
多
く
の
名
作
を
手
掛
け
て
い
ま

す
。

　
バ
ー
ジ
ル
役
の
シ
ド
ニ
ー
・
ポ
ワ
チ
エ
は
、『
野
の
ユ

リ
』（
１
９
６
３
年
）で
ア
カ
デ
ミ
ー
主
演
男
優
賞
を
受

賞
し
、
こ
の
作
品
の
後
も『
い
つ
も
心
に
太
陽
を
』や『
招

か
れ
ざ
る
客
』（
い
ず
れ
も
１
９
６
７
年
）で
好
演
し
て

い
ま
す
。
頑
固
な
ギ
レ
ス
ピ
ー
署
長
を
演
じ
た
ロ
ッ
ド
・

ス
タ
イ
ガ
ー
は
、
こ
の
作
品
で
ア
カ
デ
ミ
ー
主
演
男
優

賞
を
受
賞
。『
ド
ク
ト
ル
・
ジ
バ
ゴ
』（
１
９
６
５
年
）や

『
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
』（
１
９
７
０
年
）な
ど
で
も
味
の
あ
る

演
技
を
見
せ
て
い
ま
す
。

　
全
編
を
流
れ
る
音
楽
は
、
ク
イ
ン
シ
ー
・
ジ
ョ
ー

ン
ズ
の
作
曲
に
よ
る
も
の
で
、
彼
は
マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ

ク
ソ
ン
の
ア
ル
バ
ム『
ス
リ
ラ
ー
』を
大
ヒ
ッ
ト
さ
せ

た
音
楽
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
も
有
名
で
す
。
ま

た
、
テ
ー
マ
曲
を
歌
っ
て
い
る
の
は

R
&
B
の
大
御
所
レ
イ
・
チ
ャ
ー
ル

ズ
で
、「
ホ
ワ
ッ
ト
・
ア
イ
・
セ
イ
」

（
１
９
５
９
年
）、「
わ
が
心
の
ジ
ョ
ー

ジ
ア
」（
１
９
６
１
年
）や「
愛
さ
ず
に

は
い
ら
れ
な
い
」（
１
９
６
２
年
）な
ど

の
ヒ
ッ
ト
曲
は
、
テ
レ
ビ
C
M
で
お
聞

き
に
な
っ
た
方
も
多
い
で
し
ょ
う
。

　
今
回
の
余
談
は
、
刑
事
を
主
人
公

に
し
た
原
作
を
も
つ
映
画
に
つ
い
て
で
す
。
と
く
に
、

『
夜
の
大
捜
査
線
』を
境
に
し
て
、
１
９
６
８
年
は
ピ
ー

タ
ー
・
イ
エ
ー
ツ
監
督『
ブ
リ
ッ
ド
』（
主
演
ス
テ
ィ
ー
ブ
・

マ
ク
イ
ー
ン
、
原
作
ロ
バ
ー
ト
・
L
・
パ
イ
ク
）、
ド
ン
・

シ
ー
ゲ
ル
監
督『
刑
事
マ
デ
ィ
ガ
ン
』（
主
演
リ
チ
ャ
ー

ド
・
ウ
ィ
ド
マ
ー
ク
、
原
作
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ド
ハ
テ
ィ
）、

同
監
督『
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
無
宿
』（
主
演
ク
リ
ン
ト
・
イ
ー

ス
ト
ウ
ッ
ド
、
原
作
ハ
ー
マ
ン
・
ミ
ラ
ー
）、
ゴ
ー
ド
ン
・

ダ
グ
ラ
ス
監
督『
刑
事
』（
主
演
フ
ラ
ン
ク
・
シ
ナ
ト
ラ
、

原
作
ロ
デ
リ
ッ
ク
・
ソ
ー
プ
）と
い
っ
た
名
作
が
登
場
し
、

１
９
７
１
年
に
は
、
ウ
イ
リ
ア
ム
・
フ
リ
ー
ド
キ
ン
監

督『
フ
レ
ン
チ
・
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
』（
主
演
ジ
ー
ン
・
ハ
ッ

ク
マ
ン
、
原
作
ロ
ビ
ン
・
ム
ー
ア
）と
い
う
、
今
ま
で

の
刑
事
映
画
に
は
な
か
っ
た
傑
作
が
製
作
さ
れ
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
作
品
に
は
、
１
９
８
０
年
代
後
半
か
ら
製

作
さ
れ
た『
リ
ー
サ
ル
・
ウ
ェ
ポ
ン
』シ
リ
ー
ズ
や『
ダ
イ
・

ハ
ー
ド
』シ
リ
ー
ズ
の
よ
う
な
派
手
な
ア
ク
シ
ョ
ン
は
あ

り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
後
の
作
品
に
大
き
な
影
響
を
与
え

た
要
素
が
た
く
さ
ん
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
一
度
ゆ
っ
く

り
観
て
く
だ
さ
い
。

このページで紹介した映画『夜の大捜査線』と
原作『夜の熱気の中で』は図書館に所蔵しています。

また、映画は
20 世紀フォックスホームエンターティメントジャパン株式会社の

佐藤一公氏字幕翻訳を使用しました。
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DVD 発売中
￥1,800( 税込￥1,890)  
20 世紀フォックス　ホームエンターテイメント　ジャパン
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『
魔
女
の
血
を
ひ
く
娘
』

先生が選んだこの一冊

　
本
書
と
の
出
会
い
は
、
講
義
で
読
ん

だ
中
国
の
児
童
文
学
の
な
か
に
本
書

の
中
国
語
タ
イ
ト
ル
「
女
巫
」（
原
題

S
orceress

”

、
２
０
０
２
、
邦
題
『
魔

女
の
血
を
ひ
く
娘
・
２
』）
が
挙
げ
ら

れ
て
い
た
こ
と
に
よ
り
ま
す
。
と
こ
ろ

が
読
ん
で
み
る
と
、
予
想
外
に
面
白
か

っ
た
の
で
す
。

　
本
作
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
り
な
が

ら
、
歴
史
の
な
か
に
埋
も
れ
た
人
物
を

掘
り
起
こ
し
、
そ
の
足
跡
を
た
ど
る
こ

と
で
、
イ
ギ
リ
ス
お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の

正
史
に
は
描
か
れ
な
い
「
影
」
の
歴
史

が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら

は
、
ま
る
で
す
べ
て
が
本
当

に
あ
っ
た
出
来
事
で
あ
り
、

実
在
し
た
人
物
で
あ
る
か

の
よ
う
な
錯
覚
す
ら
覚
え

る
ほ
ど
で
す
。

　
そ
こ
に
は
魔
女
狩
り

に
始
ま
り
、
ア
メ
リ

カ
へ
の
入
植
者
た
ち

の
生
活
と
入
植
者
を

受
け
入
れ
る
側
で
あ
っ
た

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
（
ネ
イ

テ
ィ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
）
の
た
ち
の
文

化
・
習
俗
が
克
明
に
描
か
れ
て
い
ま
す
。

ま
た
異
能
力
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
、

い
か
に
尊
敬
と
畏
怖
を
も
た
ら
し
、
後

者
が
勝ま
さ

っ
た
と
き
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
ど

の
よ
う
に
し
て
対
象
者
を
「
迫
害
」
し

て
ゆ
く
の
か
が
、
多
面
的
に
描
か
れ
て

い
ま
す
。民
族
間
の
差
異
で
あ
っ
て
も
、

自
分
た
ち
と
「
異
な
る
」
こ
と
が
許
容

さ
れ
な
い
―
―
―
理
解
で
き
な
い
対
象

へ
の
畏
怖
は
、
と
き
に
人
を
攻
撃
的
に

し
ま
す
。
そ
れ
が
普
通
の
人
で
あ
っ
て

も
、
で
す
。

　
こ
の
作
品
は
あ
く
ま
で
「
歴
史
」
の

一
部
と
し
て
描
か
れ
、
現
代
を
生
き
る

作
中
人
物
た
ち
に
よ
る
「
調
査
」
の
過

程
を
た
ど
る
こ
と
で
、
読
者
も
メ
ア
リ

ー
と
い
う
イ
ギ
リ
ス
か
ら
ア
メ
リ
カ
へ

逃
れ
て
き
た
入
植
者
の
人
生
を
た
ど
っ

て
ゆ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
前
半
部
は

メ
ア
リ
ー
が
キ
ル
ト
の
な
か
に
隠
し
た

日
記
か
ら
、
後
半
部
は
ア
グ
ネ
ス
と
い

う
メ
デ
ィ
ス
ン
・
ウ
ー
マ
ン
の
力
を
持

つ
モ
ホ
ー
ク
族
の
女
性
が
メ
ア
リ
ー
の

人
生
を
追
体
験
し
て
ゆ
く
こ
と
で
、
メ

ア
リ
ー
の
「
生
き
た
」
道
が
明
か
さ
れ

る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
す
で

に
変
え
ら
れ
な
い
「
過
去
」
の
事
象
と

し
て
物
語
は
綴
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ

ゆ
え
に
あ
る
種
の
「
歴
史
」
で
あ
る
か

の
よ
う
な
錯
覚
を
起
こ
す
の
で
す
。

　
み
な
さ
ん
も
メ
ア
リ
ー
の
足
跡
、
調

査
の
過
程
を
経
て
ゆ
く
こ
と
で
、
こ
の

よ
う
な
歴
史
を
繙
ひ
も
と

く
よ
う
な
面
白
さ
を

感
じ
て
み
て
く
だ
さ
い
。

瀨
せ

邊
べ

啓
けい

子
こ

先生

（文学部中国学科　講師）

京都府生まれ。大阪大学
大学院言語文化研究科言
語文化学専攻博士後期課
程修了。言語文化学博士
（大阪大学）。専門は中国
現代文学、言語文化学。

著者：セリア・リーズ
　　 （亀井よし子　訳）
発  行：株式会社新潮社
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『なつかしの小学校図鑑』
筑摩書房 、2011/10/10
奥成　達（文）／ながたはるみ（絵）

文・奥成　達（1942 年〜）
東京都品川区大井出身の詩人、ジャズ評論家、著述家、
漫画原作者、編集者、作詞家、トランペット奏者。東京
都立城南高等学校卒業。雑誌記者、タウン誌編集長など
を経て、現在は青山学院大学文学部講師。さまざまな種
類の活動をとおして、日本のサブカルチャー界に、広い
人脈を持つ。ながたはるみ氏とコンビを組んだ『遊び図
鑑』（福音館書店）はロングセラーになっている。

HB

絵・ながたはるみ（1944 年〜）
長崎県出身。イラストレイター。エッ
セイスト。奥成達は夫。『植物あそび』

『母さんの小さかったとき』（福音館書
店）、『野外の遊びゲーム百科』（主婦
と生活社）、『自然遊び 12 か月』（小
学館）、風景画集『葉山情景』（そしえ
て）などの著作がある。

さぶかる！

　
小
学
校
と
い
え
ば
、
小
さ
い
机
や
イ

ス
、
黒
板
横
の
掲
示
板
に
貼
ら
れ
た
給

食
当
番
表
、
校
庭
に
た
た
ず
む
二
宮
金

次
郎
の
銅
像
な
ど
を
思
い
出
す
人
が
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
毎
日
、

一
生
懸
命
遊
び
、
学
ん
だ
校
舎
の
風
景

は
、
懐
か
し
さ
に
溢
れ
て
い
ま
す
。

　
小
学
校
は
、
明
治
２
年
、
京
都
の
町

衆
が
教
育
に
情
熱
を
傾
け
、「
番
組
小

学
校
」
を
創
設
し
た
の
が
始
ま
り
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
の
後
、
全
国
に
設
置

さ
れ
て
い
き
、
戦
前
戦
中
に
様
々
な
改

正
や
改
編
を
加
え
ら
れ
、
現
在
の
小
学

校
の
形
に
な
っ
た
の
は
１
９
４
７
年
の

こ
と
。

　
そ
の
当
時
の
小
学
校
は
、
一
体
ど
ん

な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
…
…
?

　
そ
れ
を
か
い
間
見
ら
れ
る
の
が
『
な

つ
か
し
の
小
学
校
図
鑑
』
で
す
。

　
昭
和
２０
年
代
中
頃
か
ら
３０
年
代
初
頭

に
か
け
て
の
小
学
校
。
戦
後
か
ら
の
復

興
を
目
標
に
か
か
げ
、
高
度
経
済
成
長

期
に
向
け
て
突
き
進
む
日
本
の
な
か

で
、
小
学
生
た
ち
は
た
く
ま
し
く
精
一

杯
日
々
を
生
き
て
い
ま
し
た
。

　
ま
だ
ま
だ
物
資
の
乏
し
い
時
代
、
自

分
の
周
り
に
あ
る
文
具
を
工
夫
し
、
遊

び
道
具
を
作
っ
て
子
ど
も
た
ち
は
遊
ん

で
い
ま
し
た
。
そ
の
後
経
済
が
豊
か
に

な
る
に
つ
れ
、
徐
々
に
現
れ
る
新
し
い
文

房
具
や
教
材
。
子
ど
も
た
ち
は
、
画
用

紙
い
っ
ぱ
い
に
カ
ラ
フ
ル
に
広
が
る
水
彩

絵
の
具
や
ク
レ
ヨ
ン
、
文
字
を
消
す
た

め
だ
け
の
文
具
で
は
な
い
、
い
い
匂
い
の

す
る
フ
ル
ー
ツ
消
し
ゴ
ム
な
ど
に
夢
中

に
な
り
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
、
小
学
校

生
活
に
華
や
か
な
彩
り
を
与
え
ま
し
た
。

　
そ
し
て
、
足
じ
ゃ
ん
け
ん
、
足
か
っ

く
ん
、
馬
跳
び
、
輪
ゴ
ム
ピ
ス
ト
ル
な

ど
の
た
わ
い
な
い
遊
び
。『
な
つ
か
し

の
小
学
校
図
鑑
』
で
は
、
実
際
に
そ
れ

ら
の
遊
び
方
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
体

験
し
た
人
に
は
た
ま
ら
な
く
懐
か
し

く
、
体
験
し
て
い
な
い
人
で
も
刻
明
な

イ
ラ
ス
ト
を
見
て
楽
し
め
ま
す
。

　
世
界
大
恐
慌
、
第
二
次
世
界
大
戦
、

終
戦
、
高
度
経
済
成
長
。
激
動
の
昭
和

と
い
う
時
代
を
生
き
た
力
強
い
人
々
。

『
な
つ
か
し
の
小
学
校
図
鑑
』
に
も
あ

る
よ
う
に
、
子
ど
も
も
大
人
も
毎
日
を

懸
命
に
生
き
、
全
力
で
日
々
を
楽
し
ん

で
い
る
姿
は
、
古
き
良
き
時
代
の
日
本

の
象
徴
で
あ
り
、
現
代
の
日
本
人
が

失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
な
の
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。

　
そ
う
し
た
思
い
出
を
分
か
ち
合
う
場

と
し
て
、
そ
の
頃
小
学
生
だ
っ
た
大
人

た
ち
が
今
に
蘇
ら
せ
た
も
の
が
、
給
食

居
酒
屋
や
給
食
カ
フ
ェ
と
い
っ
た
文
化

で
す
。
給
食
と
い
う
思
い
出
を
と
お
し

て
、
昔
を
懐
か
し
み
共
感
し
合
う
空
間

が
、
大
人
た
ち
の
間
で
は
人
気
を
博
し

て
い
ま
す
。

　
本
書
に
あ
る
よ
う
な
ア
ナ
ロ
グ
的
な

生
活
を
現
在
の
小
学
生
が
す
る
こ
と
は

今
後
も
な
い
で
し
ょ
う
。
塾
や
ゲ
ー
ム

が
大
き
な
位
置
を
占
め
る
現
代
の
生
活

と
か
け
離
れ
て
い
ま
す
か
ら
…
…
。
簡

単
に
は
戻
ら
な
い
昔
の
風
景
だ
か
ら
こ

そ
、
本
書
の
小
学
生
像
が
輝
き
、
私
た

ち
は
い
と
お
し
く
感
じ
る
の
で
す
。
懐

か
し
さ
と
、
失
っ
て
し
ま
っ
た
寂
し
さ

も
い
っ
し
ょ
に
。



母の足跡

岩代の信夫郡
（福島県福島市）

越後国春日・直江津
（新潟県上越市）丹後国由良・石浦／

如意寺（京都府宮津市）

和江国分寺（京都府舞鶴市）

安寿と厨子王の足跡

京都権現寺・清水寺
（京都府京都市）

　
大
正
４
（
１
９
１
５
）
年
１
月
に
『
中
央
公
論
』
に
発
表
さ
れ
た
森
鷗
外
の
「
山
椒
大
夫
」。
こ
れ
は
、
中
世
の
説
経
節

で
あ
る
「
さ
ん
せ
う
太
夫
」
を
も
と
に
書
か
れ
た
作
品
で
す
。

　
時
は
平
安
後
期
、
離
れ
て
暮
ら
す
父
親
と
音
信
不
通
に
な
っ
た
た
め
、
母
、
娘
の
安
寿
、
息
子
の
厨
子
王
、
女
中
の
４
人

は
故
郷
の
岩
代
の
信
夫
郡
（
福
島
県
）
を
出
て
、
父
の
い
る
筑
紫
（
九
州
地
方
）
に
向
か
っ
て
陸
路
を
旅
し
て
い
ま
し
た
。

　
越
後
国
春
日
ま
で
来
た
時
、
日
暮
れ
に
な
り
宿
を
取
ろ
う
と
し
ま
し
た
が
、
そ
の
土
地
で
は
悪
い
人
買
い
が
い
る
の
で
旅

人
を
泊
め
て
は
い
け
な
い
と
国
司
か
ら
命
令
が
出
さ
れ
て
い
た
の
で
し
た
。
仕
方
な
く
野
宿
を
し
て
い
る
と
、
４
人
の
前
に

山
岡
大
夫
と
名
乗
る
船
乗
り
が
現
れ
、
国
司
の
命
令
に
背
い
て
家
に
泊
め
て
く
れ
る
と
い
い
ま
す
。
あ
り
が
た
く
付
い
て
い
っ

た
４
人
は
、
一
夜
の
宿
を
借
り
、
次
の
日
、
山
岡
大
夫
の
舟
で
越
後
を
後
に
し
ま
し
た
。

　
し
か
し
、
そ
の
山
岡
大
夫
こ
そ
が
人
買
い
で
、
他
の
人
買
い
に
４
人
を
売
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
同
じ
船
に
乗
っ
た
母
と
女
中

は
北
の
佐
渡
島
へ
と
連
れ
て
行
か
れ
、
別
の
船
に
乗
せ
ら
れ
た
安
寿
と
厨
子
王
は
、
海
路
南
へ
連
れ
て
行
か
れ
ま
す
。
二
人

は
ま
だ
小
さ
い
子
ど
も
で
不
健
康
そ
う
な
の
で
買
い
手
も
つ
か
ず
、
結
局
ど
ん
な
人
間
で
も
買
う
丹
後
の
由
良
の
石
浦
に
住

む
大
金
持
ち
の
山
椒
大
夫
の
も
と
へ
と
連
れ
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
二
人
の
奴
隷
生
活
が
始
ま
り
ま
す
。
山
椒
大
夫

は
海
水
か
ら
塩
を
作
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
、
安
寿
は
、
海
へ
と
冬
の
寒
い
な
か
を
日
に
何
度
も
海
水
を
汲
み
に
行
か
さ
れ
、

厨
子
王
は
火
を
お
こ
す
た
め
の
柴
刈
り
に
山
へ
や
ら
れ
ま
し
た
。
辛
い
毎
日
を
送
る
二
人
は
、
寝
る
前
に
毎
日
の
よ
う
に
「
こ

こ
か
ら
逃
げ
出
し
て
、
お
父
様
の
い
る
筑
紫
国
へ
行
き
た
い
」
と
語
り
あ
う
の
が
、
唯
一
の
心
の
慰
め
で
し
た
。
あ
る
日
、
そ

れ
を
山
椒
大
夫
の
息
子
に
聞
か
れ
、「
逃
亡
す
る
気
か
！
　
逃
亡
を
企
て
た
者
は
額
に
烙
印
を
す
る
ぞ
」
と
脅
さ
れ
ま
す
。

　
そ
の
晩
、
二
人
は
同
じ
夢
を
見
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
山
椒
大
夫
に
赤
黒
く
焼
け
た
十
文
字
の
烙
印
を
額
に
押
し
あ
て
ら
れ

る
と
い
う
も
の
で
す
。
夢
の
中
で
二
人
は
、
傷
の
痛
み
と
シ
ョ
ッ
ク
で
フ
ラ
フ
ラ
に
な
り
な
が
ら
、
自
分
た
ち
の
部
屋
に
戻
り
、

母
か
ら
渡
さ
れ
た
お
守
り
の
お
地
蔵
さ
ま
に
お
祈
り
を
す
る
と
み
る
み
る
痛
み
が
ひ
き
、
代
わ
り
に
お
地
蔵
さ
ま
の
額
に
ふ

た
つ
の
十
文
字
が
刻
ま
れ
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
目
が
覚
め
た
姉
弟
は
不
思
議
な
夢
の
話
を
語
り
、
恐
る
恐
る
地
蔵
像
を
取
り

出
し
て
み
る
と
、
な
ん
と
そ
の
額
に
は
、
夢
で
見
た
よ
う
な
十
文
字
の
傷
が
二
つ
く
っ
き
り
と
刻
ま
れ
て
い
ま
し
た
。

　
そ
の
後
、
数
ヵ
月
た
っ
た
あ
る
春
の
日
、
安
寿
は
山
椒
大
夫
の
息
子
に
「
弟
と
一
緒
の
柴
刈
り
を
仕
事
に
し
た
い
」
と
願
い

出
て
、
許
さ
れ
ま
す
。
次
の
日
、
仲
良
く
山
へ
柴
刈
り
に
向
か
っ
た
姉
は
厨
子
王
に
「
こ
こ
か
ら
都
は
近
い
。
都
ま
で
逃
げ
て
、

お
父
様
お
母
様
と
会
い
な
さ
い
」
と
お
守
り
の
地
蔵
像
を
渡
し
、
逃
が
そ
う
と
し
ま
す
。
は
じ
め
「
嫌
だ
」
と
反
発
し
て
い

た
弟
も
姉
の
決
意
に
負
け
、
姉
の
告
げ
た
道
を
駆
け
出
し
ま
す
。
中
山
を
越
え
、
か
く
ま
っ
て
も
ら
っ
た
和
江
の
国
分
寺
で
、

翌
日
、
姉
が
入
水
自
殺
を
し
た
こ
と
を
聞
い
た
厨
子
王
は
出
家
し
、
そ
れ
で
も
都
を
目
指
し
ま
し
た
。
都
に
つ
い
た
厨
子
王

は
、
ま
ず
山
城
の
朱
雀
野
の
権
現
堂
で
休
ん
だ
後
、
清
水
寺
へ
と
向
か
い
ま
す
。
清
水
寺
で
泊
ま
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
娘
の
病

気
平
癒
の
た
め
参
籠
し
て
い
た
関
白
・
藤
原
師
実
（
藤
原
頼
通
の
息
子
）
が
「
お
前
の
お
守
り
の
地
蔵
像
に
祈
れ
ば
い
い
と

お
告
げ
が
あ
っ
た
。
ど
う
か
、
素
性
を
教
え
て
、
そ
の
仏
像
を
貸
し
て
く
れ
」
と
言
っ
て
き
ま
し
た
。
驚
き
な
が
ら
も
自
分

の
身
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
伝
え
、
厨
子
王
は
地
蔵
像
を
渡
し
ま
す
。
そ
の
本
尊
を
祈
っ
た
と
こ
ろ
、
立
ち
ど
こ
ろ
に
病
気
が
癒

え
、
喜
ん
だ
師
実
は
厨
子
王
を
還
俗
さ
せ
、
元
服
さ
せ
る
と
と
も
に
役
人
と
し
て
取
り
立
て
ま
し
た
。
丹
後
国
の
国
司
と
な
っ

た
厨
子
王
は
人
買
い
を
禁
止
し
、
山
椒
大
夫
に
も
使
役
し
て
い
る
人
に
給
料
を
払
う
よ
う
命
じ
た
と
こ
ろ
、
一
層
の
産
業
が
さ

か
ん
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
後
、
厨
子
王
は
佐
渡
へ
と
渡
り
、
盲
目
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
母
親
と
再
会
を
果
た
し
ま
し
た
。

小
説
を        

す
る書

物
の
魅
力
の
ひ
と
つ
は
、

古
今
東
西
、
さ
ま
ざ
ま
な
人
と
出
会
っ
た
り
、

あ
る
い
は
知
ら
な
い
時
代
や
、

行
っ
た
こ
と
も
な
い
世
界
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
小
説
の
舞
台
に
な
っ
た
場
所
を
訪
れ
、

主
人
公
た
ち
が
た
ど
っ
た
道
を
、
み
な
さ
ん
と
一
緒
に
旅
し
ま
す
。

小
説
家
・
翻
訳
家
・
陸
軍
軍
医
。
本
名
林
太
郎
。

石
見
国（
現
・
島
根
県
）津
和
野
に
生
ま
れ
る
。

明
治
17
年（
１
８
８
４
）よ
り
明
治
21
年
ま
で

の
５
年
間
、
陸
軍
軍
医
と
し
て
ド
イ
ツ
に
留

学
し
衛
生
学
を
学
び
、明
治
22
年（
１
８
８
９
）

帰
国
。
そ
の
後
は
、
医
事
・
文
学
の
両
面
に

わ
た
っ
て
報
道
活
動
を
は
じ
め
る
。
明
治
23

年
（
１
８
９
０
）『
舞
姫
』
を
発
表
。
明
治

40
年（
１
９
０
７
）日
清
・
日
露
戦
争
終
結
後
、

45
歳
で
陸
軍
省
医
務
局
長
に
就
任
し
た
の
を

き
っ
か
け
に
、 

文
学
活
動
を
全
面
的
に
再
開

す
る
。小
説
の
代
表
作
に
は
、『
青
年
』『
雁
』『
阿

部
一
族
』『
高
瀬
舟
』
な
ど
が
あ
る
。

晩
年
に
は
創
作
を
離
れ
、『
渋
江
抽
斎
』
を
は

じ
め
と
す
る
史
伝
の
世
界
に
入
っ
て
い
く
。

『
即
興
詩
人
』（
ア
ン
デ
ル
セ
ン
作
）や『
フ
ァ

ウ
ス
ト
』（
ゲ
ー
テ
作
）
な
ど
翻
訳
の
業
績

も
名
高
い
。

岩代の信夫郡（福島県福島市）
↓

越後国春日・直江津
（新潟県上越市）

↓
越中（富山県）

↓
能登（石川県）

↓
越前（福井県）

↓
若狭（福井県）

↓
丹後の由良の石浦
（京都府宮津市石浦）

↓
中山（京都府舞鶴市中山）

↓
和江（舞鶴市和江）

↓
山城の朱雀野（京都市下京区
朱雀裏畑町）の権現堂

↓
清水寺（京都市東山区清水）

京都

石浦

和江

ルート

安寿と厨子王像

権現寺（↑）如意寺（→）
どちらの寺にも厨子王の守り本尊とされる身代わ
り地蔵尊が残されている。権現寺の地蔵像には、
説経節「さんせう太夫」で記されているように、
山椒大夫の追手が厨子王の隠れている大きなつづ
らを怪しんで突いた槍の傷とされるものが胴のあ
たりに残っている。また如意寺に安置されている
地蔵像には、森鷗外が記したように額に傷跡が確
認されている。

山椒大夫から逃げ出
し た 厨 子 王 を か く
まった国分寺の跡

和江から由良川を挟ん
で対岸にある安寿姫
塚。厨子王が逃れた後、
安寿姫も京都に向けて
逃亡するが、疲労と空
腹に耐えられず没した
場所とされている。

森も
り

鷗お
う

外が
い

（
１
８
６
２
年
〜
１
９
２
２
年
）

『山椒大夫・高瀬舟』
新潮社／改版 (2006/06)

第
一
回

　
森
鷗
外
『
山
椒
大
夫
』

小説を旅する 1213
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こ
の
本
を
初
め
て
手
に

し
た
の
は
、
今
か
ら
三
十
年

以
上
前
の
こ
と
。す
で
に『
人

間
の
絆
』
や
『
月
と
六
ペ
ン

ス
』
と
い
っ
た
モ
ー
ム
の
作

品
は
読
ん
で
い
た
が
、
こ
れ
は
タ
イ
ト
ル
が
気
に
入
っ
て
買
っ

た
の
だ
。
収
録
さ
れ
て
い
る
短
編
小
説
が
掲
載
さ
れ
て
い
た

ア
メ
リ
カ
の
雑
誌
『
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
』
の
名
前
を
知
っ
て

い
た
か
ら
、
そ
れ
で
興
味
を
持
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
ま
だ

二
十
歳
に
な
る
か
な
ら
ず
で
は
、
こ
の
本
の
面
白
さ
が
わ
か

ら
な
か
っ
た
の
は
無
理
も
な
い
と
思
う
。

　
そ
の
後
歳
月
を
経
て
、
い
く
た
び
か
ビ
タ
ー
な
人
生
経

験
を
積
ん
で
き
た
い
ま
、
図
書
館
で
こ
の
本
に
出
会
っ
て
、

も
う
一
度
読
ん
で
み
る
気
に
な
っ
た
。
す
る
と
モ
ー
ム
が
序

文
で
い
っ
て
い
る
「
小
説
家
は
自
分
の
個
人
的
な
世
界
観
を

読
者
に
与
え
る
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
知
性
的
な
娯
楽
を

提
供
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
娯
楽
と
い
う
も
の
に
た

い
し
て
先
ず
第
一
に
要
求
す
べ
き
こ
と
は
、
ひ
と
を
楽
し
ま

す
と
い
う
こ
と
な
の
だ
」
と
い
う
意
味
が
よ
く
わ
か
っ
た
。

　
こ
の
稿
は
、
作
品
の
解
説
や
作
家
の
紹
介
を
す
る
の
が

目
的
で
は
な
い
か
ら
、
き
わ
め
て
気
楽
に
自
分
の
思
っ
た
こ

と
を
書
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
二
九

篇
の
短
編
小
説
は
、
モ
ー
ム
自
身
が
い
う
よ
う
に
、
全
部

読
む
と
退
屈
す
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
気
負
い
こ
む
と
な
か

な
か
読
め
な
い
と
思
っ
た
か
ら
、
帰
宅
す
る
電
車
の
な
か
で
、

自
分
が
読
ん
で
み
た
い
タ
イ
ト
ル
の
二
篇
を
読
ん
で
み
た
。

　
そ
れ
も
序
文
に
あ
る
「
折
に
ふ
れ
て
、
一
つ
か
二
つ
お
読

み
に
な
れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
『
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
』
誌
の
読
者

諸
君
が
、
毎
月
一
回
ぐ
ら
い
の
割
合
で
同
誌
に
現
わ
れ
た
こ

れ
ら
の
物
語
を
読
ん
で
感
じ
た
と
同
じ
程
度
の
よ
ろ
こ
び

は
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
」
の
勧
め
に

し
た
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
の
二
篇
と
は
、「
異
国
の
土
」
と
「
ラ
ン
チ
」
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
読
む
方
々
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
あ
ら
す
じ
な

ど
は
書
か
な
い
が
、ペ
ー
ジ
を
繰
る
の
も
も
ど
か
し
い
ぐ
ら
い
、

グ
ン
グ
ン
引
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
の
が
実
感
だ
。

　「
異
国
の
土
」
は
、
作
家
が
ト
ル
コ
で
出
会
っ
た
宿
屋
を

営
む
老
婦
人
と
の
や
り
と
り
を
描
い
て
い
る
。
そ
の
結
末

を
読
ん
だ
と
き
、
苦
笑
い
し
て
い
る
自
分
に
気
が
つ
い
た
。

こ
れ
は
読
む
人
そ
れ
ぞ
れ
に
、
そ
の
時
の
表
情
が
変
わ
る

の
だ
ろ
う
と
感
じ
た
。

　「
ラ
ン
チ
」
は
、
作
家
が
貧
乏
し
て
い
た
頃
に
、
女
優
を

ラ
ン
チ
に
誘
っ
て
、
財
布
の
中
身
を
気
に
し
な
が
ら
見
栄

を
張
る
話
。
こ
ん
な
女
優
と
同
じ
よ
う
な
女
性
に
会
っ
た

こ
と
が
あ
る
な
ぁ
と
、
自
分
の
記
憶
を
た
ど
り
つ
つ
、
ニ

ヤ
ニ
ヤ
し
な
が
ら
（
電
車
の
中
で
は
ち
ょ
っ
と
マ
ズ
イ
が
）、

そ
の
会
話
を
映
像
に
置
き
か
え
て
楽
し
ま
せ
て
も
ら
っ
た
。

モ
ー
ム
の
い
う
、
ま
さ
に
娯
楽
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。「
読
ん

だ
ら
　
面
白
か
っ
た
」
の
一
言
に
尽
き
る
！

　
日
本
の
文
芸
評
論
家
が
ど
こ
か
で
書
い
て
い
た
と
思
う

が
、
作
家
は
長
編
よ
り
も
短
編
を
読
め
ば
、
そ
の
力
量
が

わ
か
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
ら
た
め
て
教
え
て
も
ら
っ
た
よ

う
な
気
が
す
る
。
若
い
こ
ろ
に
素
通
り
し
て
し
ま
っ
た
店

先
を
、
今
に
な
っ
て
足
を
と
め
て
眺
め
て
み
て
、
そ
こ
に
い

い
品
物
が
置
い
て
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
時
の
よ
う
で
、

そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
本
と
の
出
会
い
に
は
あ
る
よ
う
だ
。

　
こ
の
本
は
、か
つ
て
「
新
潮
文
庫
」
か
ら
出
て
い
て
、モ
ー

ム
の
作
品
集
は
す
べ
て
ピ
ー
ス
紺
と
薄
緑
の
ツ
ー
ト
ン
の
カ

バ
ー
で
統
一
さ
れ
て
い
た
。
な
か
な
か
セ
ン
ス
が
よ
か
っ
た
。

そ
の
当
時
は
二
分
冊
さ
れ
て
い
た
が
、
い
ま
は
「
ち
く
ま
文

庫
」
で
一
冊
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
選
ん
で
読
む
の

に
は
ち
ょ
う
ど
い
い
。

　
つ
い
で
に
個
人
的
な
感
想
で
は
あ
る
が
、
龍
口
直
太
郎

の
訳
も
古
い
が
、
そ
れ
な
り
に
い
い
も
の
だ
と
思
う
。
こ
の

人
の
訳
で
、同
じ
モ
ー
ム
の『
ア
シ
ェ
ン
デ
ン
』や
カ
ポ
ー
テ
ィ

の
『
テ
ィ
フ
ァ
ニ
ー
で
朝
食
を
』
を
読
ん
だ
こ
と
も
、
い
ま

や
懐
か
し
い
想
い
出
で
あ
る
。

　
あ
る
専
門
家
の
言
に
よ
れ
ば
、
古
い
翻
訳
の
な
か
に
は
、

訳
者
の
技
量
が
未
熟
で
十
分
に
訳
し
き
れ
て
い
な
い
部
分

も
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
そ
れ
を
聞
い
て
し
ま
う
と
、

ち
ょ
っ
と
退ひ

い
て
し
ま
う
。
し
か
し
、
こ
の
作
品
に
つ
い
て

い
え
ば
、
訳
が
古
い
か
ら
と
い
っ
て
、
読
み
物
と
し
て
の
娯

楽
性
に
は
影
響
し
て
い
な
い
し
、
面
白
さ
が
半
減
す
る
も

の
で
は
な
い
と
思
う
。

　
最
後
に
、
こ
の
作
品
た
ち
が
執
筆
さ
れ
た
の
が
、

一
九
二
四
〜
一
九
二
九
年
で
あ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

九
十
年
近
く
た
っ
て
も
色
あ
せ
な
い
で
い
る
こ
と
に
感
謝

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。

サ
マ
セ
ッ
ト
・
モ
ー
ム
（
龍
口
直
太
郎
訳
）　

『
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
ズ
』
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京
都
の
春
は
や
は
り
桜
。
花
が
終
わ
れ
ば
、
新
緑
が
目
に
鮮
や
か
に
映
え
る

五
月
が
や
っ
て
き
ま
す
。

　
日
本
画
家
の
東
山
魁
夷
氏
（
１
９
０
８
〜
１
９
９
９
）
は
、
生
涯
に
数
多
く

の
作
品
を
残
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
業
績
は
画
業
だ
け
で
は
な
く
、
文
筆

活
動
に
も
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
は
画
文
集
の
一
冊『
京
洛
四
季
』

か
ら
も
窺
え
ま
す
。
こ
の
画
文
集
で
は
、春
の
冒
頭
に
「
花
明
り
」（
祇
園
夜
桜
）

と
題
さ
れ
た
作
品
（
１
９
６
８
年
）
が
掲
げ
ら
れ
、
数
点
の
作
品
の
あ
と
に
次

の
よ
う
な
一
文
が
続
い
て
い
ま
す
。

　
円
山

　
　
花
は
紺
青
に
暮
れ
た
東
山
を
背
景
に
、
繚
り
ょ
う
ら
ん

乱
と
咲
き
匂
っ
て
い
る
。

　
　
こ
の
一
株
の
し
だ
れ
桜
に
、
京
の
春
の
豪
華
を
聚あ
つ

め
尽
し
た
か
の
よ
う
に
。

　
　
枝
々
は
数
知
れ
ぬ
淡
紅
の
瓔よ
う
ら
く珞

を
下
げ
、
地
上
に
は
一
片
の
落
花
も
無
い
。

　
　
山
の
頂
が
明
る
む
。
月
が
わ
ず
か
に
覗の
ぞ

き
出
る
。

　
　
丸
い
大
き
な
月
。
静
か
に
古
代
紫
の
空
に
浮
び
上
る
。

　
　
花
は
い
ま
月
を
見
上
げ
る
。
月
も
花
を
見
る
。

　
　
桜
樹
を
巡
る
地
上
の
す
べ
て
、
ぼ
ん
ぼ
り
の
灯
、
篝
か
が
り

火び

の
焔
ほ
の
お

、　

　
　
人
々
の
雑
踏
、
そ
れ
ら
は
跡
か
た
も
な
く
消
え
去
っ
て
、

　
　
月
と
花
だ
け
の
天
地
と
な
る
。

　
　
こ
れ
を
巡
り
合
せ
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
こ
れ
を
い、
、
、
の
ち
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
文
章
を
読
む
と
、
少
し
肌
寒
い
春
の
宵
に
、

酔
客
が
そ
ぞ
ろ
歩
く
円
山
公
園
で
、
し
だ
れ
桜
を

見
上
げ
て
い
る
自
分
の
姿
を
想
像
し
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
こ
に
息
づ
く
自

然
と
人
の
営
み
の
大
切
さ
を
あ
ら
た
め
て
気
づ
か

さ
れ
ま
す
。

　
こ
の
時
期
、
京
都
は
ど
こ
へ
行
っ
て
も
桜
が
見

ら
れ
ま
す
。
加
茂
街
道
や
賀
茂
川
堤
（
高
野
川
と

の
合
流
点
ま
で
を
賀
茂
川
、
そ
れ
よ
り
南
を
鴨
川
と
書
く
）
を
歩
い
て
も
、
両

岸
に
満
開
の
花
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
し
、
神
社
仏
閣
の
境
内
に
も
樹
齢
何

百
年
と
い
う
桜
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
に「
御
室
の
桜
は
遅
咲
き
」な
ど
と
い
わ
れ
、秋
里
籬
島
の『
都
名
所
図
会
』

巻
之
六
の
御
室
仁
和
寺
の
項
に
も
、

　
　
そ
れ
当
山
は
佳
境
に
し
て
、
む
か
し
よ
り
桜
多
し
。

　
　
山
岳
近
け
れ
ば
、
つ
ね
に
あ
ら
し
は
げ
し
く
、
枝
葉
も
ま
れ
て
樹
高
か
ら
ず
、

　
　
屈
曲
た
め
た
る
が
ご
と
し
。

　
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
同
じ
京
都
市
内
で
あ
っ
て
も
、
品
種
の
違

い
や
寒
暖
の
差
に
よ
っ
て
も
開
花
の
時
期
が
異
な
る
の
で
、
必
然
的
に
見
頃
も

変
わ
り
ま
す
。

　
桜
を
め
で
る
だ
け
で
は
な
く
、
名
所
旧
跡
を
訪
ね
る
に
も
、
ま
ず
は
歩
い
て
み

る
こ
と
で
し
ょ
う
。
歩
く
こ
と
で
、
京
都
の
町
を
一
層
身
近
に
感
じ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
自
分
だ
け
の
大
切
な
場
所

を
見
つ
け
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。
学
生
時
代
を

過
ご
し
た
記
念
に
お
気
に
入
り
の
ス
ポ
ッ
ト
を
、
一
つ

く
ら
い
持
っ
て
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
し
ょ
う
か
。

　
こ
の
東
山
魁
夷
氏
の
『
京
洛
四
季
』
に
は
春
夏

秋
冬
の
風
景
や
街
並
み
が
描
か
れ
、
そ
の
あ
と
に

続
く
文
章
に
も
、
氏
の
芸
術
家
と
し
て
の
感
性
が

光
っ
て
い
ま
す
。
京
都
を
散
策
す
る
前
に
読
ん
で

も
い
い
し
、
あ
る
い
は
記
憶
を
た
ど
る
旅
の
よ
す

が
と
し
て
も
い
い
、
そ
ん
な
一
冊
で
す
。

＊
こ
の
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
た
本

①
東
山
魁
夷
著
『
東
山
魁
夷
小
画
集
　
京
洛
四
季
』

　（
一
九
八
三
年
・
新
潮
文
庫
）

②
市
古
夏
生
・
鈴
木
健
一
校
訂

　『
新
訂
都
名
所
図
会
』
第
一
〜
五
巻

　（
一
九
九
九
年
・
ち
く
ま
学
芸
文
庫
）

四季を読む／読んだら、面白かった！ 14
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新しい年度をむかえ、図書館広報誌としての『Lynzo』
も vol.7 となりました。OPAC やポータルサイトの利
用方法は『図書館利用案内』2012 版に収録しましたの
で、その分『Lynzo』に新企画をたくさん用意しました。
みなさんにますます親しんでいただける冊子を目指し
ます。

後
　
記

1617

特集コーナー

報　告

● 1（日）

● 2（月）

● 3（火）

● 4（水）

● 5（木）

● 6（金）

7（土）

8（日） 休館日

9（月）

10（火）

11（水）

12（木）

13（金）

14（土）

15（日） 休館日

16（月）

17（火）

18（水）

19（木）

20（金）

21（土）

● 22（日）

23（月）

24（火）

25（水）

26（木）

27（金）

28（土）

29（日） 休館日

30（月） 休館日

1（金）

2（土）

3（日）

4（月）

5（火）

6（水）

7（木）

8（金）

9（土）

10（日）

11（月）

12（火）

13（水）

14（木）

15（金）

16（土）

17（日）

18（月）

19（火）

20（水）

21（木）

22（金）

23（土）

24（日）

25（月）

26（火）

27（水）

28（木）

29（金） 休館日

30（土）

● 1（火）

● 2（水）

3（木）

4（金）

5（土）

● 6（日）

7（月）

8（火）

9（水）

10（木）

11（金）

12（土）

13（日） 休館日

14（月）

15（火）

16（水）

17（木）

18（金）

19（土）

20（日）

21（月）

22（火）

23（水）

24（木）

25（金）

26（土）

27（日）

28（月）

29（火）

30（水）

31（木） 休館日

※予定が変更される場合があります。図書館ホームページも参照してください。 叢書ウニベルシタスを整備しました
『Lynzo』vol.5 でもご紹介していました叢書ウニベルシタスの整備が、このほど完了しました。これは、

教育後援会から平成 23 年度援助金のご支援をうけて整備したものです。この叢書については、現在

も刊行中ですので継続して整備していきます。本シリーズは、各学部の研究領域を網羅するもので

すので、ぜひ活用してください。

6月 古事記と日本書紀
　今年は太安万侶によって『古事記』が撰上されてから、

1300 年になります。『古事記』は現存する最古の古典と

いわれ、その 8 年後に完成した『日本書紀』と合わせて、

記紀とも略称されます。しかし、実際に『古事記』や『日

本書紀』そのものを読んだ人は意外に少ないのでは？　

今回はこの記紀の原典をはじめとして、さまざまな角度から研究された専門書までを展示

貸出します。

5月 平氏一門の栄枯盛衰　−古代から中世へ−
　今年の NHK 大河ドラマの主人公は「平清盛」。その平氏

一門の栄枯盛衰は『平家物語』でも有名ですが、この時代は

古代から中世への転換期でもありました。その歴史の流れの

なかで、貴族から武家へどのように政治の実権が移っていっ

たのでしょう。今回は、平安時代末期から鎌倉時代初期にか

けての歴史を学ぶための概説書や、専門分野の論文集から史料までを展示貸出します。

4月 京都をめぐる歴史と文学
　佛教大学がある京都は、どんな町なのでしょうか？　春

学期の始まりに合わせて、京都の歴史を学んでみるのも、い

い機会かもしれません。大学の近くにも、有名な文学作品の

舞台になった場所があったことに気づきます。歩くだけで新

しい発見のある町、それが京都です。今回は京都市編『京都

の歴史』をはじめ、川端康成の『古都』など京都を舞台にした文学作品などを展示貸出します。

Popup lib




