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怖
い
？
　
悲
し
い
？
　
面
白
い
？

昔
話
と

都
市
伝
説
の

実
像
に
迫
る

「
昔
々
あ
る
と
こ
ろ
に
、
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ
ん
が
住
ん
で
い
ま
し
た
…
…
」

幼
い
頃
、
お
決
ま
り
の
フ
レ
ー
ズ
で
始
ま
る
昔
話
を
楽
し
み
に

布
団
に
入
っ
た
記
憶
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

怖
い
話
、
悲
し
い
話
、
面
白
い
話
…
…
…
、

さ
ま
ざ
ま
な
話
が
枕
元
で
繰
り
広
げ
ら
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。

親
か
ら
子
へ
、
子
か
ら
孫
へ
脈
々
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
昔
話
か
ら
は
、

生
活
の
知
恵
、
過
ち
へ
の
戒
め
な
ど
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

そ
こ
で
今
回
は
、

歴
史
学
部
歴
史
文
化
学
科
教
授
　
八
木
透
先
生
と

歴
史
学
部
の
学
生
に
、
誰
も
が
ど
こ
か
で
耳
に
し
た
こ
と
の
あ
る

昔
話
に
つ
い
て
語
り
合
っ
て
も
ら
い
ま
し
た
。

　
昔
々
、
夜
更
け
に
六ろ
く

部ぶ

と
呼
ば
れ
る

旅
の
僧
が
、
あ
る
百
姓
の
家
に
宿
を
乞

う
た
。
百
姓
夫
婦
は
六
部
が
大
金
を
持
っ

て
い
そ
う
な
の
で
泊
め
て
や
る
こ
と
に
し

た
。
寝
静
ま
っ
た
頃
、
夫
婦
は
六
部
を

殺
し
て
持
っ
て
い
る
金
を
盗
み
、
大
金
持

ち
に
な
っ
た
。
し
ば
ら
く
し
て
、
夫
婦
に

男
児
が
生
ま
れ
た
が
、
そ
の
子
は
成
長
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室生犀星『或る少女の死まで』

詩人・犀星が小説の世界に足を踏み入れてから第3作目の作品です。主人公犀星と、下

宿先の娘である9歳のふじ子との交流を繊細に描いています。二人はとても仲良しなの

ですが、主人公が帰郷している間にふじ子が病死してしまいます。この一節は、主人公

がふじ子への手向けとして詠んだ詩です。リズミカルで軽やか、それでいて寂しくて哀し

い想いが読者に届きます。

室生犀星
1889 年誕生。詩人・小
説家・随筆家。北原白秋
の引き立てで詩壇に登場。
萩原朔太郎らと交流を結
び、哀愁孤独をうたう抒
情詩人として活躍。主な
作品は『愛の詩集』『幼
年時代』など。

本のささやき

8

巻頭特集　座談会

本
当
は
怖
い
!?

　
昔
話

し
て
も
ま
っ
た
く
し
ゃ
べ
ら
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
が
子
ど
も
が
12
歳
に
な
っ
た
あ

る
夜
、
夫
が
小
便
を
さ
せ
る
た
め
外
に

連
れ
て
行
く
と
突
然
「
お
と
っ
つ
ぁ
ん
、

あ
の
夜
も
ち
ょ
う
ど
こ
ん
な
晩
だ
っ
た

な
」
と
話
し
出
し
た
の
で
、
驚
い
て
子

ど
も
を
見
る
と
殺
し
た
六
部
の
顔
で

ジ
ッ
と
睨
ん
で
い
た
。

歴史学部
歴史文化学科 3回生
磯田容子さん

歴史学部
歴史文化学科
八木　透教授

歴史学部
歴史文化学科 3回生
西川博美さん

文学部
人文学科 4回生
長谷川昌玄さん

歴史学部
歴史文化学科 3回生
門脇実花子さん



つ
は
、
異
類
が
女
性
の
場
合
は
人
間
に

富
（
子
ど
も
や
金
や
技
術
）
を
残
し
て

去
り
、
異
類
が
男
性
の
場
合
は
子
ど
も

も
異
類
も
殺
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
す
。

磯
田
さ
ん 

●     

異
類
の
女
性
が
富
を
残

し
、
殺
さ
れ
な
い
の
は
、
男
尊
女
卑
が

当
然
の
世
の
中
だ
っ
た
の
で
、
せ
め
て

物
語
の
中
だ
け
で
も
女
性
の
地
位
を
上

げ
よ
う
と
し
た
と
か
？

長
谷
川
さ
ん 

●  

子
ど
も
を
産
む
こ
と
が

で
き
る
か
ら
女
性
は
殺
さ
れ
な
い
の
で

は
？

　
狩
猟
で
も
メ
ス
は
な
る
べ
く
殺
さ

な
い
っ
て
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

門
脇
さ
ん 

●  

女
性
が
異
類
の
場
合
は
、

嫁
入
り
し
た
異
類
が
人
間
の
生
活
に
順

応
で
き
る
か
ど
う
か
で
す
け
れ
ど
、
男

性
が
異
類
の
場
合
は
、
村
や
家
族
か
ら

女
性
を
連
れ
去
る
か
ら
、
敵
視
さ
れ
た

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

八
木
先
生 

●    

学
説
で
は
、
人
間
は
「
秩

序
・
文
化
」、
異
類
は
「
無
秩
序
・
自
然
」

と
言
い
換
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
共
存
で

き
な
い
た
め
バ
ッ
ド
エ
ン
ド
に
な
り
ま

す
。
た
だ
門
脇
さ
ん
の
言
う
よ
う
に
、

異
類
か
ら
人
間
の
世
界
に
入
っ
て
く
る

場
合
、
人
間
の
秩
序
や
文
化
は
守
ら
れ

ま
す
が
、
人
間
か
ら
異
類
の
世
界
に
入

る
場
合
は
そ
れ
ら
を
失
う
こ
と
に
な
る

の
で
、タ
ブ
ー
視
さ
れ
た
わ
け
で
す
ね
。

し
か
し
、
産
む
性
で
あ
る
女
性
の
地
位

八
木
先
生 

●

こ
の
話
は
「
異
人
殺
し
」

と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
の
代
表
作「
こ
ん
な
夜
」

で
す
。
み
な
さ
ん
、ど
う
感
じ
ま
し
た
か
。

西
川
さ
ん 
●  
ゾ
ッ
と
し
ま
し
た
。
子
ど
も

が
し
ゃ
べ
ら
な
い
と
か
、
六
部
の
顔
に
な
っ

た
と
い
う
の
は
恐
し
い
で
す
ね
。
で
も
、

六
部
を
殺
し
た
百
姓
が
金
持
ち
に
な
る
の

が
わ
か
り
ま
せ
ん
。
子
ど
も
へ
の
教
訓
譚

に
は
思
え
な
い
ん
で
す
が
。

磯
田
さ
ん 

●  

何
も
悪
い
こ
と
を
し
て
い
な

い
の
に
、
お
金
を
持
っ
て
い
そ
う
だ
と
い

う
こ
と
だ
け
で
六
部
が
殺
さ
れ
る
の
は
後

味
が
悪
す
ぎ
ま
す
。

門
脇
さ
ん 

●  

私
の
知
っ
て
い
る
話
で
は
、

殺
さ
れ
た
の
が
座
頭
だ
っ
た
の
で
、
生
ま

れ
た
子
ど
も
が
盲
目
で
、
親
の
百
姓
も
目

を
病
ん
で
見
え
な
く
な
る
と
い
う
展
開
で

し
た
。
そ
れ
な
ら
因
果
応
報
だ
と
思
い
ま

す
が
、
六
部
の
話
で
は
睨
ん
で
い
た
だ
け

で
、
イ
ン
パ
ク
ト
が
弱
い
気
が
し
ま
す
。

八
木
先
生 

●  

確
か
に
教
訓
と
い
う
意
味

で
は
中
途
半
端
の
よ
う
な
感
じ
が
し
ま

す
ね
。
た
だ
、
こ
の
話
が
当
時
の
価
値

観
や
社
会
を
暗
喩
し
て
い
る
と
す
れ
ば

ど
う
で
し
ょ
う
か
？

長
谷
川
さ
ん 

●  

旅
の
僧
と
い
え
ば
物
乞
い

を
し
な
が
ら
旅
を
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
で
す

が
、
本
当
は
お
金
持
ち
だ
っ
た
ん
で
し
ょ
う

か
？

　
も
し
、
そ
う
な
ら
現
代
に
伝
わ
っ

て
い
な
い
当
時
の
常
識
が
垣
間
見
ら
れ
る

度
真
実
だ
と
信
じ
て
い
る
こ
と
」「
内

容
に
関
す
る
事
物
が
実
在
し
、
時
代
や

場
所
、
人
物
が
特
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
」
が
特
徴
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

八
木
先
生 

●    

伝
説
と
い
え
ば
、
み
な
さ

ん
も
一
度
は
「
都
市
伝
説
」
を
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

西
川
さ
ん 

●     

「
口
裂
け
女
」
や
「
ト
イ

レ
の
花
子
さ
ん
」
で
す
ね
？

　
怖
い
話

ば
か
り
で
、
苦
手
で
す
（
苦
笑
）。

門
脇
さ
ん 

●  

恐
怖
の
対
象
が
女
性
ば
か

り
で
す
よ
ね
。

磯
田
さ
ん 

●     

小
学
生
の
子
ど
も
が
考
え

そ
う
な
内
容
な
の
に
、
や
け
に
現
実
味
が

あ
っ
て
、
ゾ
ッ
と
す
る
所
を
的
確
に
つ
い

て
く
る
の
が
憎
い
で
す
ね
（
笑
）。

長
谷
川
さ
ん 

●  

実
は
、
僕
の
研
究
対
象

な
ん
で
す
が
、「
都
市
伝
説
」
は
実
際
に

起
こ
り
そ
う
な
話
、
ニ
ュ
ー
ス
性
、
ス

キ
ャ
ン
ダ
ル
性
の
高
い
も
の
が
モ
チ
ー

フ
に
な
っ
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
た

と
え
ば
、
海
外
旅
行
に
行
っ
た
女
子
大

生
が
衣
料
品
店
の
試
着
室
か
ら
誘
拐
さ

れ
て
、
最
後
は
違
う
国
で
両
手
両
足
を

切
ら
れ
て
見
せ
物
に
な
っ
て
い
た
と
い

う
「
だ
る
ま
」
と
呼
ば
れ
る
話
な
ど
は
、

実
際
に
あ
り
得
そ
う
で
す
よ
ね
。

西
川
さ
ん 

●     

口
裂
け
女
は
「
美
容
整
形
」

よ
う
な
気
が
し
ま
す
。

八
木
先
生 

●  

六
部
は
半
僧
半
俗
で
、
各

地
の
寺
に
法
華
経
を
納
め
る
見
返
り
に
、

お
金
を
も
ら
っ
て
い
た
み
た
い
で
す
ね
。

そ
れ
な
ら
、
お
金
持
ち
の
六
部
が
い
て
も

不
思
議
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
ね
。

磯
田
さ
ん 

●     

外
部
か
ら
来
た
人
は
百
姓

に
と
っ
て
は
未
知
の
存
在
で
す
よ
ね
。
だ

か
ら
自
分
た
ち
に
災
い
が
降
り
掛
か
る

前
に
殺
し
た
と
い
う
ふ
う
に
も
考
え
ら

れ
ま
せ
ん
か
。
お
金
は
物
語
に
す
る
た

め
の
後
付
け
の
理
由
だ
っ
た
と
か
。

八
木
先
生 

●  

そ
う
で
す
ね
。
こ
の
話
は
百

姓
た
ち
が
生
活
す
る
「
内
の
世
界
」
と
、

六
部
た
ち
が
来
た
「
外
の
世
界
」
を
、
当

時
の
人
が
ど
う
捉
え
て
い
た
の
か
が
わ
か

る
資
料
で
す
。
当
時
の
人
た
ち
は
生
ま
れ

育
っ
た
村
か
ら
外
に
出
て
行
く
こ
と
は
基

本
的
に
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
、
外
部

に
対
し
て
好
奇
心
や
憧
れ
を
抱
く
と
同

時
に
、
恐
怖
や
猜
疑
心
を
持
っ
て
い
た
の

も
事
実
で
し
ょ
う
。
そ
れ
を
、
外
部
か
ら

来
た
者
を
一
旦
は
受
け
入
れ
た
も
の
の
共

の
向
上
を
狙
っ
た
と
い
う
意
見
は
大
変

興
味
深
い
考
え
方
だ
と
思
い
ま
す
。

八
木
先
生 

●  

今
ま
で
昔
話
を
見
て
き
ま

し
た
が
、
口
承
文
芸
の
形
態
に
は
伝
説

も
あ
り
ま
す
ね
。
で
は
、
昔
話
と
伝
説

の
違
い
は
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
？

磯
田
さ
ん 

●  

時
代
背
景
や
登
場
人
物
の

設
定
が
き
っ
ち
り
し
て
い
て
、
信
憑
性
の

あ
る
話
が
伝
説
だ
と
思
い
ま
す
。
た
と

え
ば
、
弘
法
大
師
が
杖
を
こ
の
場
所
で

つ
い
た
か
ら
水
が
湧
き
出
て
き
た
…
…

み
た
い
な
。

長
谷
川
さ
ん 

●  

昔
話
は
時
代
や
場
所
や

登
場
人
物
が
曖
昧
で
す
よ
ね
。「
昔
々
」

「
あ
る
所
に
」「
お
じ
い
さ
ん
と
お
ば
あ
さ

ん
が
」
と
抽
象
的
で
、
固
有
名
詞
が
出

て
こ
な
い
の
が
特
徴
で
す
よ
ね
。

西
川
さ
ん 

●   

昔
話
に
は
、
鬼
や
天
女
な

ど
空
想
上
の
生
き
物
が
登
場
し
た
り
、

狸
や
狐
が
化
か
す
と
い
っ
た
非
科
学
的

な
こ
と
を
取
り
扱
っ
た
り
し
て
い
て
、
想

像
力
豊
か
な
内
容
が
多
い
と
思
い
ま
す
。

門
脇
さ
ん 

●  

昔
話
に
は
教
訓
が
織
り
込

ま
れ
て
い
る
の
で
、
子
ど
も
へ
の
教
訓
と

し
て
語
り
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
？

八
木
先
生 

●  

皆
さ
ん
、
か
な
り
的
を
射

て
い
ま
す
ね
。
伝
説
は
、「
人
が
あ
る
程

が
失
敗
し
た
女
性
の
姿
だ
っ
て
聞
い
た

こ
と
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
出
て
き
た

と
き
に
「
私
、
き
れ
い
？
」
と
訊
ね
る

ん
で
す
よ
ね
。

門
脇
さ
ん 

●  

昔
話
で
は
動
物
や
妖
怪
な

ど
が
理
不
尽
な
こ
と
を
す
る
の
が
「
怖

い
」
わ
け
で
す
が
、
都
市
伝
説
で
は
人
間

に
よ
っ
て
、
身
体
の
一
部
が
強
制
的
に
変

え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
人
や
、
そ
れ
が
原
因

と
な
っ
て
精
神
が
病
ん
で
し
ま
っ
た
人
を

「
怖
い
」
と
感
じ
る
気
が
し
ま
す
。
昔
と

今
と
で
は
恐
怖
を
感
じ
る
対
象
が
違
っ
て

き
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
？

八
木
先
生 

●    

そ
れ
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。

何
に
恐
怖
を
感
じ
て
い
る
か
を
追
及
す
る

と
「
自
分
と
は
違
う
も
の
」
で
あ
る
こ
と

に
変
わ
り
あ
り
ま
せ
ん
よ
ね
。
人
間
の
本

質
は
、
時
代
が
違
っ
て
も
大
き
く
は
変
わ

ら
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。

昔
話
や
都
市
伝
説
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

話
が
伝
播
の
間
に
世
相
や
価
値
観
を
反

映
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
教
訓
が
付
加
さ
れ

た
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か

し
、
ツ
イ
ー
ト
ひ
と
つ
で
世
界
中
に
一

斉
に
伝
わ
る
仕
組
み
が
構
築
さ
れ
た
現

在
、
口
承
文
芸
の
広
ま
り
方
は
変
化
し

て
い
か
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
現
代
は
、

口
承
文
芸
の
あ
り
方
が
大
き
く
変
わ
る

転
換
期
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

存
で
き
ず
に
排
除
し
て
し
ま
う
と
い
う
形

で
表
現
し
た
の
で
し
ょ
う
。

西
川
さ
ん 

●  

だ
っ
た
ら
、
内
の
者
が
村
の

外
に
出
る
と
「
こ
う
な
る
恐
れ
が
あ
る
」

と
い
う
悪
い
例
を
示
し
て
、
外
に
は
危

険
が
多
い
の
で
出
て
行
っ
て
は
ダ
メ
だ
と

諭
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
ま
す
ね
。

八
木
先
生 

●  

で
は
次
に
、「
鶴
の
恩
返
し
」

「
浦
島
太
郎
」「
猿
の
婿
入
」
と
い
っ
た
人

間
と
異
類
（
動
物
や
天
人
）
が
結
婚
す
る

話
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
う
い
う
話
を

「
異い

類る
い

婚こ
ん

姻い
ん

譚た
ん

」
と
い
い
ま
す
。
こ
れ
は
ど

う
し
て
生
ま
れ
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
？

門
脇
さ
ん 

●  

亀
や
鶴
、
困
っ
て
い
る
人
を

助
け
る
な
ど
良
い
こ
と
を
す
れ
ば
、
自

分
に
幸
福
が
還
っ
て
く
る
と
い
う
教
訓

話
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

西
川
さ
ん 

●  

で
も
、
そ
の
わ
り
に
は
ハ
ッ

ピ
ー
エ
ン
ド
は
な
い
で
す
よ
ね
。「
浦
島

太
郎
」
は
乙
姫
と
別
れ
て
、
お
じ
い
さ
ん

に
な
る
し
、「
鶴
の
恩
返
し
」
で
は
鶴
は

去
っ
て
し
ま
う
し
。「
猿
の
婿
入
」に
い
た
っ

て
は
、
田
畑
を
耕
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
嫁

の
策
略
で
川
に
落
と
さ
れ
て
死
ん
で
し
ま

い
ま
す
。

八
木
先
生 

●    

異
類
婚
姻
譚
の
特
徴
は
二

つ
。
ひ
と
つ
は
西
川
さ
ん
の
言
う
よ
う
に

バ
ッ
ド
エ
ン
ド
で
あ
る
こ
と
。
も
う
ひ
と

昔
話
か
ら
都
市
伝
説
へ

悲
恋
に
隠
さ
れ
た
潜
在
意
識

巻頭特集　座談会

昔
話
と
伝
説
っ
て
ど
う
違
う
？

23
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遊
女
が
自
ら
の
髪
や
指
を
切
っ
て
一
人
の

男
に
贈
り
、
真
心
を
示
す
の
が「
心
中
立

て
」で
す
が
、
死
体
の
指
や
髪
を
も
自
分

の
も
の
と
偽
っ
て
多
く
の
男
に
贈
っ
て
気

を
引
く
遊
女
の
手
管
が
こ
こ
で
明
か
さ

れ
ま
す
。
し
か
し
そ
の
死
体
が
探
し
て
い

た
女
で
あ
る
こ
と
が
判
明
。「
自
分
の
せ

い
だ
」と
後
悔
し
て
世
之
介
が
泣
き
く
ず

れ
る
と
、
死
ん
だ
女
が
両
目
を
開
け
て

微
笑
み
か
け
、
再
び
死
体
に
戻
り
ま
す
。

こ
れ
を
見
た
世
之
介
は
、
女
へ
の
愛
し
さ

か
ら
自
害
し
よ
う
と
す
る
が
、
百
姓
に

止
め
ら
れ
た
、
と
あ
り
ま
す
。

　
こ
れ
を
読
ん
だ
当
時
の
人
は
、
ま
っ

さ
き
に『
伊
勢
物
語
』「
芥
川
」の
段
に
あ

る
、「
昔
男
」が
盗
み
出
し
た
姫
を
背
負
っ

て
芥
川
を
渡
り
、
世
間
知
ら
ず
の
姫
が

朝
露
を
見
て「
あ
れ
は〈
白
玉（
真
珠
）〉で

す
か
？
」と
優
雅
に
訊
ね
た
話
を
思
い
起

こ
し
た
で
し
ょ
う
。「
あ
れ
は〈
味
噌
玉
〉

で
す
か
？
」と
言
っ
て
食
べ
物
を
求
め

る
、
俗
な
る
女
と
の
落
差
に
大
笑
い
し

た
は
ず
で
す
。
ま
た
、
遊
女
の
駆
け
引

き
の
手
段
と
そ
れ
に
騙
さ
れ
る
男
た
ち

を
思
っ
て
ニ
ヤ
リ
と
笑
い
、
し
か
し
世
之

介
を
慰
め
る
た
め
に
一
瞬
蘇
生
し
た
女
の

優
し
い
微
笑
み
、
そ
れ
を
見
て
さ
ら
に

嘆
く
世
之
介
の
悲
し
み
に
、『
伊
勢
物
語
』

の
昔
男
の
悲
哀
を
重
ね
あ
わ
せ
、
時
代

を
超
え
て
描
か
れ
た
男
女
の
真
実
の
愛

情
に
涙
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
古
典
の

世
界
や
現
実
社
会
の
諷
刺
を
織
り
交
ぜ
、

そ
こ
に
人
間
の
心
を
も
描
い
て
読
者
に

迫
る
手
腕
は
見
事
の
一
言
で
す
。

―
―
―
西
鶴
作
品
の
真
髄
は
な
ん
で

し
ょ
う
か
？

　
俳
諧
師
で
あ
っ
た
西
鶴
な
ら
で
は
の
魅

力
は「
滑
稽
」の
追
求
に
あ
り
ま
す
。
ば
か

ら
し
さ
か
ら
く
る
大
笑
い
、
悲
し
み
の
な

か
の
泣
き
笑
い
、
シ
ニ
カ
ル
な
冷
笑
…
…
、

西
鶴
は
さ
ま
ざ
ま
な
笑
い
を
模
索
し
、
作

品
の
な
か
に
投
影
し
て
い
き
ま
し
た
。
そ

し
て
こ
の
滑
稽
の
基
底
に
は
、
卓
抜
な
人

間
洞
察
力
が
あ
り
ま
す
。
外
見
、
身
分
、

職
業
、
男
女
の
別
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
角

度
か
ら
人
間
を
観
察
し
て
特
徴
を
把
握

し
、
そ
れ
ら
に
通
底
す
る
人
間
の
本
質
を

も
え
ぐ
り
だ
し
て
、
西
鶴
は
明
る
い
笑
い

か
ら
ブ
ラ
ッ
ク
ジ
ョ
ー
ク
、
悲
哀
の
な
か

の
滑
稽
ま
で
を
も
描
き
出
し
ま
し
た
。
古

典
作
品
に
描
か
れ
て
き
た
人
間
の
理
想

や
教
訓
、
真
実
に
く
わ
え
、
虚
虚
実
実

の
現
実
世
界
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
人
間

の
汚
さ
や
愚
か
さ
を
も
正
面
か
ら
見
つ
め

た
う
え
で
生
み
出
さ
れ
た「
滑
稽
」。「
世

の
中
っ
て
、
人
間
っ
て
こ
ん
な
も
の
だ
よ
」

と
、
シ
ニ
カ
ル
だ
け
れ
ど
常
に
人
間
に
寄

り
添
っ
て
世
の
中
を
見
つ
め
続
け
た
西
鶴

の
本
質
が
そ
こ
に
あ
り
ま
す
。

水
みず

谷
たに

 隆
たか

之
ゆき
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せ
が
れ
め
が

　
　
　
つ
く
す
ち
ぎ
り
は
は
つ
せ
山

　
　
そ
の
玉
か
づ
ら

　
　
　
　
　
　
　
か
く
る
あ
げ
せ
ん

　

　
前
句
は「
せ
が
れ
め
が
し
尽
く
す
恋
の

契
り
は
初
瀬
山
だ
」と
い
う
意
味
で
、
恋

の
成
就
を
祈
る「
初
瀬
山
」に
、「
山
」の

よ
う
な
浪
費
の
意
が
掛
け
ら
れ
て
い
ま

す
。
付
句
は「
そ
の
玉
鬘
と
い
う
遊
女
に

揚
代
を
入
れ
あ
げ
て
い
る
」と
い
う
意
味

で
す
。
し
か
し
こ
の
句
の
本
当
の
面
白

さ
は
そ
の
言
葉
遊
び
に
あ
り
ま
す
。
前

句
の「
は
つ
せ
山
」か
ら
、
初
瀬
山
の
長

谷
寺
に
詣
で
た『
源
氏
物
語
』の
玉
鬘
を

連
想
し
た
の
で
す
が
、「
玉
鬘
」は
女
性

の
美
し
い
髪
を
意
味
し
、
転
じ
て
遊
女

を
も
表
し
ま
す
。
つ
ま
り
こ
の
句
の
お

か
し
み
は
、『
源
氏
物
語
』の
高
貴
な
玉

鬘
の
君
を
遊
郭
の
遊
女
に
切
り
替
え
た

奇
抜
な
発
想
に
あ
る
わ
け
で
す
。
平
安

朝
の
優
美
で
格
調
高
い「
雅
」の
世
界
を
、

江
戸
庶
民
の「
俗
」の
世
界
へ
と
パ
ロ
デ
ィ

化
し
笑
い
を
誘
う
、
談
林
俳
諧
の
手
法

を
示
す
良
い
例
で
す
。

　
西
鶴
は
、
こ
う
し
た
俳
諧
の
手
法
を

用
い
て
、
41
歳
の
時
、『
伊
勢
物
語
』や『
源

氏
物
語
』を
当
代
風
に
パ
ロ
デ
ィ
化
し
た

浮
世
草
子『
好
色
一
代
男
』を
発
表
。
こ
れ

が
爆
発
的
な
人
気
を
博
し
、
そ
の
後
続
々

と
作
品
を
世
に
送
り
出
し
て
い
き
ま
す
。

―
―
―
西
鶴
作
品
の
魅
力
は
な
ん
で

し
ょ
う
か
？

　
西
鶴
の
特
徴
は
、
当
時
の
社
会
、
風

俗
、
そ
こ
に
生
き
る
人
間
を
、
い
き
い
き

と
面
白
お
か
し
く
描
い
て
い
る
点
に
あ

り
ま
す
。「
好
色
物
」「
武
家
物
」「
町
人

物
」な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品

が
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
話
も
テ
ン
ポ
よ

く
通
俗
的
で
、
各
所
に
古
典
や
当
時
の

社
会
風
俗
を
モ
チ
ー
フ
に
し
た
さ
ま
ざ

ま
な「
滑
稽
」が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。『
好

色
一
代
男
』の
一
話
、「
形
見
の
水
櫛
」を

例
に
あ
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
夫
か
ら
逃
げ
出
し
て
き
た
女
と
仲
良

く
な
っ
た
主
人
公
・
世
之
介
は
、
女
を
背

負
っ
て
筑
磨
川
を
渡
り
ま
す
。
す
る
と

「
藁
屋
の
軒
に
つ
る
し
て
あ
る
の
は
味
噌

玉
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
？
」と
言
っ
て
ひ

も
じ
が
る
の
で
、
女
を
置
い
て
近
く
に
食

事
を
も
ら
い
に
出
掛
け
ま
す
。
し
か
し

行
方
を
追
っ
て
き
た
女
の
家
族
に
見
つ
か

り
、
世
之
介
は
殴
ら
れ
て
気
を
失
い
、
そ

の
間
に
女
も
折
檻
さ
れ
殺
さ
れ
て
し
ま
い

ま
す
。
勝
手
な
駆
落
ち
は
女
の
親
類
も

責
任
が
問
わ
れ
た
か
ら
で
す
。
さ
て
、
正

気
を
取
り
戻
し
た
世
之
介
が
女
を
探
し

て
い
る
と
、
墓
を
荒
ら
す
百
姓
に
遭
遇
。

聞
く
と「
女
の
死
体
か
ら
髪
や
指
を
切
っ

て
、
遊
郭
に
売
る
の
だ
」と
言
い
ま
す
。

井
原
西
鶴

滑
稽
の
世
界

解
説 「
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図
書
館
１
階
カ
ウ
ン
タ
ー
横
に
設
け
ら
れ
た

「
特
集
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
毎
月
テ
ー
マ
を
設
定
し
、

そ
の
テ
ー
マ
に
関
連
す
る
図
書
を
展
示
・
貸
出
し

て
い
ま
す
。

　

９
月
の
テ
ー
マ
は
「
西
鶴
と
芭
蕉
」
で
、
当
館

が
所
蔵
し
て
い
る
西
鶴
の
浮
世
草
子
や
芭
蕉
の
紀

行
文
を
展
示
す
る
予
定
で
す
。
そ
こ
で
、
今
回
は
、

文
学
部
日
本
文
学
科
准
教
授
・
水
谷
隆
之
先
生
に

西
鶴
に
つ
い
て
お
話
を
お
う
か
が
い
し
ま
し
た
。

―
―
―
井
原
西
鶴
と
は
、
ど
ん
な
人
物

な
の
で
し
ょ
う
か
？

　『
好
色
一
代
男
』『
日
本
永
代
蔵
』な
ど

の
作
品
名
を
誰
し
も
一
度
は
耳
に
し
た

こ
と
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
を
著
し
た
井
原

西
鶴
は
浮
世
草
子
作

者
と
し
て
元
禄
文
化

を
築
い
た
文
化
人
の
一

人
で
、
松
尾
芭
蕉
や
近

松
門
左
衛
門
な
ど
と
同
時

期
の
人
物
で
す
。

　
西
鶴
は
、
ま
ず
俳
諧
師
と

し
て
名
を
馳
せ
ま
し
た
。
俳
諧

と
は
、
多
く
貴
族
や
武
家
の

間
で
親
し
ま
れ
て
き
た〝
連

歌
〟か
ら
派
生
し
、
遊
戯

性
を
高
め
て
、
と
く
に
庶
民
の
間
で
親
し

ま
れ
た
文
芸
で
す
。
連
歌
よ
り
は
簡
単

な
ル
ー
ル
に
の
っ
と
っ
て
、
掛
詞
な
ど
の

様
々
な
言
葉
遊
び
を
潜
ま
せ
な
が
ら
、五
・

七
・
五
の
発
句
を
皮
切
り
に
、
七
・
七
、
そ

し
て
五
・
七
・
五
…
…
と
句
を
繋
い
で
い
き

ま
す
。
こ
の
言
葉
遊
び
が
庶
民
に
受
け
、

一
大
ブ
ー
ム
と
な
り
ま
し
た
。
江
戸
初
期

に
俳
諧
を
庶
民
に
普
及
さ
せ
た
の
は
貞

門
派
の
功
績
で
す
が
、
西
鶴
は
そ
れ
よ

り
も
さ
ら
に
滑
稽
さ
や
笑
い
を
追
求
す

る
談
林
派
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
西
鶴
は

句
の
速
吟
で
も
有
名
で
、
一
昼
夜
で
ど
れ

だ
け
句
が
詠
め
る
か
を
競
う
矢
数
俳
諧

で
は
二
万
三
千
五
百
句
を
詠
む
と
い
う

空
前
絶
後
の
偉
業
を
達
成
し
て
い
ま
す
。

　
で
は
、
俳
諧
の
面
白
さ
を
西
鶴
の
師
・

西
山
宗
因
の
句
を
例
に
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
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現在、われわれにできることは、

貧困と無知に対する闘いだ。

それによって、医術の不足を補うほかはない。

い
る
と
説
得
す
る
。
し
か
し
、
保
本
の
気
持
ち
は
納
ま

ら
な
い
。

　
そ
の
頃
、
別
棟
の
座
敷
牢
に
い
る
大
店
の
娘（
香
川

京
子
）が
牢
を
抜
け
だ
し
保
本
の
部
屋
に
入
っ
て
く
る
。

彼
女
が
心
に
病
を
持
っ
て
い
て
、
三
人
も
の
男
を
殺

し
て
い
る
こ
と
を
津
川
か
ら
聞
か
さ
れ
て
い
た
保
本
だ

が
、
娘
の
い
じ
ら
し
い
説
明
に
耳
を
傾
け
て
い
る
う
ち
、

あ
や
う
く
殺
さ
れ
か
け
、
赤
ひ
げ
に
助
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
負
傷
し
た
う
え
に
自
信
を
な
く
し
か
け
て
い

る
保
本
に
、
赤
ひ
げ
は
、
彼
が
酒
に
酔
っ
て
い
た
せ
い

だ
と
か
ば
い
、
し
か
し
、
今
回
の
一
件
を
恥
じ
る
こ
と

は
な
い
が
懲
り
る
こ
と
だ
と
戒
め
る
の
だ
っ
た
。

　
元
気
に
な
っ
た
保
本
は
、
赤
ひ
げ
に
呼
ば
れ
危
篤

の
六
助
の
病
室
で「
人
間
の
一
生
で
臨
終
ほ
ど
荘
厳
な

も
の
は
な
い
。
そ
れ
を
よ
く
見
て
お
け
」と
言
わ
れ

る
。
し
か
し
、
六
助
の
苦
し
む
様
子
に
耐
え
ら
れ
な

く
な
っ
た
彼
は
、
臨
終
も
看
取
ら
ず
逃
げ
出
し
て
し

ま
う
。
そ
の
う
え
、
大
怪
我
を
負
っ
た
女
職
人
の
手

術
の
手
伝
い
を
命
じ
ら
れ
て
、
今
度
は
手
術
の
す

さ
ま
じ
さ
に
気
を
失
っ
て
し
ま
う
。

　
す
っ
か
り
自
信
を
な
く
し
た
保
本
は
、
自
分
を

気
遣
っ
て
く
れ
る
森
に「
と
て
も
赤
ひ
げ
の
よ
う
に

は
な
れ
な
い
、
そ
れ
に
六
助
の
死
が
荘
厳
と
は
思

え
な
い
」と
語
る
の
だ
っ
た
。
そ
ん
な
彼
に
森
は
、

新
出
先
生
は
病
人
の
心
ま
で
を
診
る
の
だ
と
教
え

る
。
そ
の
頃
、
森
か
ら
佐
八（
山
崎
努
）の
容
体
が

悪
く
な
っ
た
と
聞
い
た
保
本
は
、
自
ら
佐
八
の
付

添
い
を
申
し
出
る
。
佐
八
は
苦
し
い
息
の
下
か

ら
保
本
に
向
か
っ
て
、
貧
乏
人
は
お
仕
着
せ
を

見
て
、
養
生
所
の
医
者
と
わ
か
り
安
心
し
て
診
て
も
ら

　
長
崎
留
学
か
ら
帰
っ
て
き
た
青
年
医
師 

保や
す

本も
と

登の
ぼ
る（

加

山
雄
三
）は
、
父
の
勧
め
で
小
石
川
養
生
所
へ
と
や
っ
て

く
る
。
彼
は
将
来
、
幕
府
の
御
番
医
師
に
な
る
こ
と
が

約
束
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
こ
に
居
合
わ
せ
た
医
師

津
川
玄
三（
江
原
達
怡
）か
ら
、
自
分
と
交
代
す
る
の
だ

と
聞
か
さ
れ
る
。
事
情
が
呑
み
込
め
な
い
ま
ま
、
津
川

に
養
生
所
内
を
案
内
さ
れ
た
保
本
は
、
そ
こ
で
治
療
を

受
け
て
い
る
貧
し
い
病
人
た
ち
や
施
設
の
粗
末
さ
に
唖

然
と
す
る
。
そ
し
て
養
生
所
を
取
り
締
ま
っ
て
い
る
の

が「
赤
ひ
げ
」こ
と
新に

い
で出

去き
ょ

定じ
ょ
う（

三
船
敏
郎
）で
あ
る
こ
と

を
聞
か
さ
れ
る
。

　
赤
ひ
げ
に
対
面
し
た
保
本
は
、
い
き
な
り
、
今
日

か
ら
見
習
い
と
し
て
こ
こ
に
詰
め
る
こ
と
を
言
い
渡
さ

れ
、
長
崎
留
学
中
の
筆
記
や
図
録
も
差
し
出
す
よ
う
命

じ
ら
れ
る
。
そ
の
や
り
方
に
保

本
は
強
い
反
発
を
感
じ
る
。
夕

食
時
、
赤
ひ
げ
か
ら
図
録
と
筆

記
を
提
出
す
る
よ
う
に
再
度
求

め
ら
れ
た
保
本
は
、
自
分
が
苦

心
し
て
学
ん
だ
も
の
を
取
り
上

げ
ら
れ
る
理
由
は
な
い
と
言
い
か

え
す
が
、
赤
ひ
げ
は
保
本
に「
医

学
は
誰
の
も
の
で
も
な
い
、
天
下

の
も
の
だ
」
と
言
い
切
る
。
規
則

を
破
っ
て
自
室
で
酒
を
飲
ん
だ
り
、

お
仕
着
せ（
支
給
さ
れ
た
着
衣
）を

着
用
し
な
か
っ
た
り
す
る
保
本
に
、

同
僚
の
森
半
太
夫（
土
屋
嘉
男
）は
、

損
を
す
る
の
は
あ
な
た
自
身
だ
と
諭

し
、
赤
ひ
げ
は
あ
な
た
を
信
頼
し
て

©東宝

©東宝
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『
鷲
は
舞
い
降
り
た
』

先生が選んだこの一冊

『鷲は舞い降りた』の
原書『THE EAGLE  HAS LANDED』

え
る
の
だ
と
訴
え
た
。
そ
し
て
、
も
う
自
分
は
助
か
ら

な
い
か
ら
、
長
屋
に
戻
っ
て
死
に
た
い
と
乞
う
の
だ
っ

た
。

　
赤
ひ
げ
に
佐
八
の
願
い
を
伝
え
よ
う
と
し
た
保
本

は
、
息
を
引
き
取
っ
た
ば
か
り
の
六
助
を
頼
っ
て
、
娘

お
く
に（
根
岸
明
美
）が
三
人
の
子
ど
も
と
や
っ
て
き
た

と
こ
ろ
に
出
く
わ
す
。
そ
こ
で
赤
ひ
げ
と
と
も
に
亭
主

を
刺
し
て
逃
げ
て
き
た
お
く
に
の
告
白
を
聞
く
こ
と
に

な
る
。
お
く
に
が
父
親
は
死
ぬ
と
き
に
苦
し
ん
だ
か
と

赤
ひ
げ
に
問
い
か
け
る
と
、
彼
は「
安
楽
な
死
に
方
だ
っ

た
」と
答
え
た
。
保
本
は
赤
ひ
げ
の
答
え
に
驚
く
が
、

お
く
に
は
悲
惨
な
一
生
を
送
っ
て
き
た
父
親
の
死
が
、

安
ら
か
で
あ
っ
た
こ
と
を
聞
き
安
堵
す
る
。

　
赤
ひ
げ
は
保
本
に
、
佐
八
の
住
む
長
屋
の
世
話
役
が

知
合
い
な
の
で
、
佐
八
と
お
く
に
の
子
供
た
ち
を
連
れ

て
行
く
よ
う
命
じ
る
。
お
く
に
の
一
件
を
事
故
と
し
て

奉
行
所
に
届
け
出
た
赤
ひ
げ
は
、
彼
女
を
長
屋
へ
連
れ

て
き
て
、
自
分
が
町
奉
行
か
ら
も
ら
っ
た
金
を
世
話
役

に
渡
し
て
母
子
を
預
け
る
。
一
方
佐
八
に
付
き
添
っ
て

い
た
保
本
も
、
彼
の
告
白
を
聞
き
な
が
ら
そ
の
最
期
を

看
取
る
。
そ
の
翌
朝
、
養
生
所
へ
戻
っ
た
保
本
は
お
仕

着
せ
を
着
る
の
だ
っ
た
…
…
。

　　
原
作
は
山
本
周
五
郎
の『
赤
ひ
げ
診
療
譚
』。
監
督
は

日
本
代
表
す
る
巨
匠
黒
澤
明
。
脚
本
は
井
手
雅
人
、
小

国
英
雄
、
菊
島
隆
三
、
黒
澤
明
の
共
同
執
筆
で
、
原
作

者
か
ら
も
高
く
評
価
さ
れ
た
と
い
う
も
の
で
す
。
主
役

の
赤
ひ
げ
こ
と
新
出
去
定
に
は『
用
心
棒
』、『
椿
三
十

郎
』な
ど
黒
澤
作
品
に
は
欠
か
せ
な
い
三
船
敏
郎
。
そ

し
て
赤
ひ
げ
に
反
発
す
る
保
本
登
に
は
、
若
大
将
シ

リ
ー
ズ
で
一
躍
人
気
者
に
な
っ
た
加
山
雄
三
が
扮

し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
こ
の
作
品
で
は
、
笠
智
衆
、
田
中
絹
代
、

志
村
喬
、
杉
村
春
子
、
東
野
英
治
郎
、
西
村
晃
な

ど
日
本
映
画
界
の
名
優
た
ち
が
脇
を
固
め
て
い
る

ほ
か
、
山
崎
努
や
土
屋
嘉
男
、
香
川
京
子
、
二
木
て

る
み
、
団
令
子
と
い
っ
た
若
手
俳
優
た
ち
の
迫
真
の

演
技
も
光
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
の
と
っ
て
お
き
は
、
黒
澤
明
作
品
の
海
外
で
の

リ
メ
イ
ク
に
つ
い
て
で
す
。『
七
人
の
侍
』（
１
９
５
４

年
）は
、
ジ
ョ
ン
・
ス
タ
ー
ジ
ェ
ス
監
督
に
よ
り
ユ
ル
・

ブ
リ
ン
ナ
ー
主
演
の『
荒
野
の
七
人
』（
１
９
６
０
年
）に
、

『
用
心
棒
』（
１
９
６
１
年
）は
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ヒ
ル
監
督

に
よ
り
ブ
ル
ー
ス
・
ウ
ィ
リ
ス
主
演
の『
ラ
ス
ト
マ
ン
・

ス
タ
ン
デ
ィ
ン
グ
』（
１
９
９
６
年
）に
翻
案
さ
れ
ま
し

た
。
ま
た
、
マ
カ
ロ
ニ
・
ウ
ェ
ス
タ
ン
の
傑
作『
荒
野
の

用
心
棒
』（
１
９
６
４
年

：

セ
ル
ジ
オ
・
レ
オ
ー
ネ
監
督
、

ク
リ
ン
ト
・
イ
ー
ス
ト
ウ
ッ
ド
主
演
）は『
用
心
棒
』か
ら

の
盗
作
が
取
り
沙
汰
さ
れ
大
き
な
騒
ぎ
に
な
り
ま
し
た
。

　
こ
の
ほ
か
に
も
、
フ
ラ
ン
シ
ス
・
Ｆ
・
コ
ッ
ポ
ラ
や

ジ
ョ
ー
ジ
・
ル
ー
カ
ス
、
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
・
ス
ピ
ル
バ
ー

グ
な
ど
が
、
黒
沢
作
品
か
ら
影
響
を
受
け
て
い
る
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ミ
ッ
ク
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
監
督
、

ホ
イ
ッ
ト
ニ
ー
・
ヒ
ュ
ー
ス
ト
ン
、
ケ
ビ
ン
・
コ
ス
ナ
ー

主
演
の『
ボ
デ
ィ
・
ガ
ー
ド
』（
１
９
９
２
年
）で
は
、
主

役
の
二
人
が
映
画
を
観
る
場
面
が
あ
り
、
そ
れ
が
黒
澤

作
品
の『
用
心
棒
』で
す
。

　
こ
う
し
た
黒
沢
作
品
に
出
会
う
こ
と
は
、
日
本
映

画
の
面
白
さ
を
体
験
す
る
い
い
機
会
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。

このページで紹介した映画『赤ひげ』と原作『赤ひげ診療譚』は

図書館に所蔵しています。

また、映画は、東宝株式会社のものを使用しました。

「赤ひげ＜普及版＞」DVD 発売中
￥3,990（税込）発売・販売元：東宝

　
本
業
と
は
関
係
の
な
い
、
オ
フ
タ
イ

ム
で
読
む
１
冊
を
紹
介
し
ま
す
。「
繰

り
返
し
読
み
た
く
な
る
」
こ
と
が
「
い

い
本
」
の
条
件
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
ジ

ャ
ッ
ク
・
ヒ
ギ
ン
ズ
著（
菊
池
光
訳
）『
鷲

は
舞
い
降
り
た
』
は
わ
た
し
に
と
っ
て

間
違
い
な
く
「
い
い
本
」
で
す
。
な
ん

せ
、
─
旅
先
で
急
に
読
み
た
く
な
っ
て

買
い
、
改
訂
版
が
出
る
た
び
買
っ

た
、
そ
の
結
果
─

　
ち
ょ

っ
と
探
し
た
だ
け
で

も
、
少
な
く
と
も
５

冊
が
手
元
に
あ
る
有
り

様
で
す
。

　
冒
険
小
説
の
分
野
で
は

定
評
の
高
い
作
品
で
、
第
２

次
大
戦
中
、
敗
色
濃
厚
の
ナ

チ
ス
・
ド
イ
ツ
が
起
死
回
生
の

一
手
と
し
て
、
チ
ャ
ー
チ
ル
誘

拐
の
た
め
特
殊
部
隊
を
密
か
に

送
り
込
む
、
と
い
う
お
話
で
す
。

　
ス
ト
ー
リ
ー
も
秀
逸
な
の
で

す
が
、
繰
り
返
し
手
に
取
っ

て
し
ま
う
最
大
の
理
由
は
、

そ
の
魅
力
的
な
登
場
人
物

た
ち
4

4

に
あ
り
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
少
女

を
救
っ
た
た
め
に
懲
役
部
隊
に
送
り
込

ま
れ
る
主
人
公
を
は
じ
め
と
し
て
、
個

人
の
尊
厳
が
顧
み
ら
れ
な
い
戦
争
と
い

う
極
限
状
態
の
な
か
で
、
な
お
自
ら
の

誇
り
を
失
う
こ
と
に
抗
う
登
場
人
物
た

ち
の
凛
々
し
さ
に
は
、
何
度
読
ん
で
も

惹
き
つ
け
ら
れ
ま
す
。
歴
史
の
う
ね
り

や
社
会
の
奔
流
の
な
か
で
は
、
一
人
の

人
間
に
で
き
る
こ
と
な
ど
限
ら
れ
た
も

の
で
し
か
な
い
け
れ
ど
も
、
な
れ
る
も

の
な
ら
こ
の
登
場
人
物
た
ち
の
よ
う
で

あ
り
た
い
、
と
思
っ
た
も
の
で
し
た
。

　
昨
今
、
若
い
世
代
が
「
大
人
に
は
な

り
た
く
な
い
（
子
ど
も
の
ま
ま
で
い
た

い
）」
と
思
う
の
は
、「
あ
ん
な
大
人
に

な
り
た
い
」
と
い
う

モ
デ
ル
を
い
ま
の
大
人
た
ち
が
示
せ
て

い
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
い
う
議

論
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
10
代

の
頃
こ
の
本
に
出
会
っ
た
自
分
は
、
そ

の
点
で
幸
せ
だ
っ
た
の
か
な
あ
と
、
登

場
人
物
た
ち
の
年
齢
を
い
つ
の
間
に
か

上
回
っ
て
し
ま
い
な
が
ら
考
え
る
今
日

こ
の
頃
で
す
。
い
か
ん
、
ま
た
読
み
た

く
な
っ
た
。上田道明先生

（社会学部公共政策学科
  准教授）

1963 年、広島県生まれ。
北九州大学法学部卒業。
大阪市立大学大学院法学
研究科後期博士課程満期
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神
話
っ
て
何
？

　
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
小
説
や
ゲ
ー
ム
、
マ

ン
ガ
、
ア
ニ
メ
の
な
か
に
は
神
話
を
モ

チ
ー
フ
に
し
た
作
品
が
数
多
く
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
オ
ー
デ
ィ
ー
ン
や
エ

ヴ
ァ（
イ
ブ
）、
ゼ
ウ
ス
や
ス
サ
ノ
オ
ノ

ミ
コ
ト
と
い
っ
た
神
様
の
名
前
や
、「
ノ

ア
の
箱
船
」「
天
岩
戸
」「
ソ
ロ
モ
ン
王
の

指
輪
」な
ど
の
物
語
は
み
な
さ
ん
も
ど
こ

か
で
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
？
　

　
神
話
と
は
、
宇
宙
、
人
間
、
文
化
の

は
じ
ま
り
な
ど
を
人
間
の
及
ば
な
い
存

在（
神
）の
行
為
に
よ
る
も
の
だ
と
説
明

し
て
い
る
話
で
す
。
神
話
は
突
拍
子
も

な
い
話
で
も
神
聖
な
真
実
と
し
て
信
じ

ら
れ
て
い
て
、
儀
礼
や
日
常
の
規
範
の

基
礎
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
が
伝
説

や
昔
話
と
違
う
点
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

各
地
の
神
話
の

不
思
議
な
繋
が
り

　
神
話
は
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
、
文
化
圏

の
基
礎
に
な
る
考
え
方
を
伝
え
て
い
ま

す
。
そ
の
た
め
、
ギ
リ
シ
ア
、
ロ
ー
マ
、

メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
、
エ
ジ
プ
ト
な
ど
の
高
度

な
古
代
文
明
が
栄
え
た
と
こ
ろ
は
も
と

よ
り
、
北
ア
メ
リ
カ
や
ア
フ
リ
カ
、
オ
セ

ア
ニ
ア
、
内
陸
ア
ジ
ア
な
ど
各
文
化
圏
に

そ
れ
ぞ
れ
の
神
話
が
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。

　
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
神
話
が
ま
っ
た

く
違
っ
た
内
容
な
の
か
と
い
う
と
、
不

思
議
な
こ
と
に
神
話
に
は
あ
る
程
度
の

共
通
項
が
見
受
け
ら
れ
ま
す
。
た
と
え

ば
、
ノ
ア
の
箱
船
に
代
表
さ
れ
る
洪
水

神
話
は
ギ
リ
シ
ア
〜
西
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ

カ
、
南
北
ア
メ
リ
カ
、
シ
ベ
リ
ア
、
オ
セ

ア
ニ
ア
な
ど
世
界
の
広
い
地
域
で
語
り

継
が
れ
、
イ
ザ
ナ
ギ
や
オ
ル
フ
ェ
ウ
ス
に

代
表
さ
れ
る
冥
界
や
地
獄
下
り
も
日
本
、

ギ
リ
シ
ア
や
ポ
リ
ネ
シ
ア
と
離
れ
た
地

域
に
同
様
の
話
が
伝
わ
っ
て
い
る
の
で

す
。
地
域
性
や
民
族
性
に
よ
っ
て
少
し

ず
つ
違
い
は
あ
り
ま
す
が
、
遠
く
離
れ

た
場
所
で
同
じ
よ
う
な
神
話
が
伝
わ
っ

て
い
る
と
い
う
の
は
興
味
深
い
話
で
す
。

洪
水
神
話
の
系
統

　
大
洪
水
に
よ
っ
て
世
界
が
破
滅
し
、

生
き
延
び
た
少
数
の
人
間
や
動
物
だ
け

で
新
し
い
社
会
を
作
る
洪
水
神
話
。
し

か
し
そ
の
系
統
は
大
き
く
５
つ
に
分
け

ら
れ
ま
す
。

① 

懲
罰
…
ノ
ア
の
箱
船
に
代
表
さ
れ

る
系
統
。
人
間
が
堕
落
し
た
た
め
、
神

が
清
廉
な
人
間
に
船
の
建
造
を
命
じ
、

動
物
の
つ
が
い
と
と
も
に
乗
り
込
ま
せ

た
後
、
洪
水
を
お
こ
し
て
以
前
の
人
間

社
会
を
滅
亡
さ
せ
る
パ
タ
ー
ン
。
中
東

を
含
む
西
ア
ジ
ア
か
ら
ギ
リ
シ
ャ
に
か

け
て
分
布
。

② 

タ
ブ
ー
侵
犯
…
タ
ブ
ー
を
犯
し
た
た

め
洪
水
が
起
こ
り
、
少
数
の
人
間
と
動

物
以
外
は
す
べ
て
死
に
絶
え
る
パ
タ
ー

ン
。
岸
に
泳
ぎ
つ
い
た
食
べ
て
は
い
け

な
い
特
別
な
魚
を
食
べ
な
か
っ
た
男
と

そ
の
家
族
、
数
匹
の
動
物
は
助
か
っ
た

が
、
掟
を
破
っ
て
魚
を
食
べ
た
人
間
た

ち
は
、
大
地
か
ら
水
が
噴
き
出
し
た
水

で
死
ん
で
し
ま
う
な
ど
。
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
か
ら
ポ
リ
ネ
シ
ア
に
か
け
て
分
布
。

③ 

闘
争
…
争
う
過
程
で
洪
水
が
生
じ

る
パ
タ
ー
ン
。
山
同
士
が
高
さ
を
競
い

あ
っ
て
い
る
の
を
嫌
っ
た
神
が
巨
大
な

蟹
に
海
の
流
出
口
を
せ
き
止
め
さ
せ
て

大
雨
を
降
ら
し
、
３
つ
の
山
を
残
し
て

す
べ
て
の
山
を
沈
め
る
。
残
っ
た
山
に

登
っ
た
人
間
や
動
物
だ
け
が
生
き
残
っ

た
と
い
う
話
な
ど
。
東
ア
ジ
ア
か
ら
東

南
ア
ジ
ア
に
か
け
て
分
布
。

④ 

陸
地
造
成
…
洪
水
の
原
因
よ
り
も

洪
水
後
の
陸
地
造
成
に
重
き
を
置
く
。

洪
水
が
起
こ
っ
た
の
で
老
呪
術
師
は
大

き
な
筏
を
作
っ
て
身
近
に
い
た
人
間
と

動
物
を
救
っ
た
。
し
か
し
み
ん
な
が
陸

地
を
恋
し
が
る
の
で
、
水
中
に
ネ
ズ
ミ

を
潜
ら
せ
大
地
を
探
さ
せ
、
死
ん
だ
ネ

ズ
ミ
の
指
に
つ
い
た
土
か
ら
陸
地
を
造

成
す
る
な
ど
。
中
央
ア
ジ
ア
か
ら
北
米

に
か
け
て
分
布
。

⑤ 

人
間
社
会
の
創
設
…
洪
水
後
、
残
っ

た
人
間
が
新
し
い
社
会
を
形
成
す
る
こ

と
に
重
点
を
置
く
。
洪
水
を
生
き
の
び

た
男
の
た
め
に
女
の
姿
に
な
っ
て
家
事

を
や
っ
て
く
れ
た
犬
を
元
の
姿
に
戻
れ

な
く
し
て
か
ら
結
婚
し
、
新
た
な
社
会

を
作
る
と
い
う
話
な
ど
。
東
南
ア
ジ
ア

お
よ
び
中
部
イ
ン
ド
に
か
け
て
分
布
。

　
こ
の
よ
う
に
同
じ
モ
チ
ー
フ
を
扱
っ

た
神
話
で
も
、
数
パ
タ
ー
ン
の
系
統
に

分
類
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
根
幹

を
築
い
て
い
る
こ
と
は
興
味
深
い
事
象

で
す
。
ロ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
各
地
の
神

話
を
追
い
な
が
ら
、
そ
こ
に
隠
さ
れ
た

地
域
性
や
民
俗
性
を
知
っ
て
い
く
の
も

面
白
い
で
す
よ
。

最近流行している本や作家、

印刷メディアや表現手法。

いろいろありすぎて「知りたいけど、

調べてもよくわからない！！」って

ことがあるよね？

私たち「さぶかる」では、

そんな好奇心や疑問を解消するべく

日夜活動してま〜す。

世界の神話を見てみよう！

神話っていうとゲームが

思い浮かぶね。

ファイナルファンタジーの

武器やアイテムや魔法には

神話から来てるの多いよね。

神話ってやっぱり

ロマンチックだわ〜。

アンドロメダの話とか、

アダムとイブの話とか……

エヴァンゲリオンなら

知ってる！！

あれも神話がモチーフに

なってるんだよね〜！

左／『世界神話事典　創世神話と英雄伝説 』
（角川ソフィア文庫）

角川学芸出版 、2012/3/25
大林 太良（編集）、伊藤 清司（編集）、
吉田 敦彦（編集）、松村 一男（編集）

右／『世界神話事典　世界の神々の誕生 』
（角川ソフィア文庫）

角川学芸出版 、2012/3/25
吉田 敦彦（編集）、松村 一男（編集）、
大林 太良（編集）、伊藤 清司（編集）

アフリカの神話には「オニャンコポン」って神様がいるんだって！カワイイ名前！！
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平
成
7
年
（
１
９
９
５
）
１
月
か
ら
平
成
11
年
（
１
９
９
９
）
ま
で
『
週
刊
新
潮
』
で
連
載
さ
れ
た
、
全
三
編
か
ら
な
る
長

編
小
説
。
日
本
航
空
と
そ
こ
に
実
在
す
る
社
員
の
体
験
に
基
づ
い
て
、
国
民
航
空
と
い
う
架
空
の
企
業
を
舞
台
に
事
実
を
脚
色
、

再
構
成
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
社
会
派
作
品
で
す
。
平
成
21
年
（
２
０
０
９
）
に
は
、渡
辺
謙
主
演
の
映
画
も
公
開
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
東
都
大
学
を
卒
業
し
国
民
航
空
に
入
社
し
た
エ
リ
ー
ト
社
員
・
恩お
ん

地ち

元は
じ
めは

、
８
年
間
の
下
積
み
を
経
て
念
願
の
本
社
予
算

室
へ
転
属
が
決
定
。
仕
事
に
奮
励
努
力
し
よ
う
と
し
て
い
た
矢
先
、
断
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
３
０
０
０
人
の
組
合
員
を
ほ
こ

る
国
民
航
空
労
働
組
合
の
委
員
長
に
任
命
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
同
期
入
社
で
親
友
の
行
ぎ
ょ
う

天て
ん

四し

郎ろ
う

を
副
委
員
長
に
、
1
年
間

だ
け
の
約
束
で
労
働
組
合
の
仕
事
を
引
き
受
け
ま
し
た
。
低
賃
金
、
悪
条
件
で
働
い
て
い
る
現
場
の
労
働
環
境
を
打
破
す
べ
く
、

恩
地
は
行
天
と
と
も
に
会
社
経
営
陣
と
交
渉
を
重
ね
成
果
を
上
げ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
任
期
満
了
の
は
ず
が
、
諸
事
情
に
よ
り
、

も
う
1
年
委
員
長
を
務
め
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
一
新
さ
れ
た
経
営
陣
と
の
話
し
合
い
は
進
展
せ
ず
、
ス
ト
ラ
イ
キ
を
計
画
。

決
行
当
日
が
首
相
の
帰
国
日
に
当
た
っ
て
し
ま
い
、
ス
ト
を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
と
政
財
界
か
ら
批
判
を
受
け
た
国
民
航
空
経

営
陣
の
恨
み
は
恩
地
へ
と
向
け
ら
れ
ま
し
た
。

　
予
算
室
の
仕
事
に
戻
っ
た
恩
地
に
、
突
然
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
カ
ラ
チ
支
店
へ
赴
任
す
る
よ
う
に
辞
令
が
下
り
ま
す
。
不
当
だ

と
社
長
に
直
訴
し
ま
す
が
受
け
入
れ
ら
れ
ず
、
会
社
規
定
の
２
年
で
の
帰
国
を
条
件
に
恩
地
は
海
外
赴
任
を
承
諾
し
ま
す
。

　
カ
ラ
チ
で
恩
地
は
無
茶
な
仕
事
を
押
し
付
け
ら
れ
、
家
族
は
家
族
で
、
不
衛
生
で
言
葉
も
通
じ
ず
日
本
人
学
校
す
ら
な
い
状

況
下
で
不
自
由
な
生
活
を
送
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
副
委
員
長
だ
っ
た
行
天
は
恩
地
が
カ
ラ
チ
へ
の
赴
任
後
、
出
世
を
続
け
、
サ

ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
の
支
店
長
へ
と
栄
転
。
そ
の
人
事
に
疑
問
を
持
ち
な
が
ら
も
約
束
の
2
年
間
を
勤
め
た
恩
地
に
、
今
度
は
イ
ラ

ン
の
首
都
テ
ヘ
ラ
ン
へ
の
異
動
が
下
り
ま
す
。
憤
っ
て
社
長
へ
直
訴
し
ま
す
が
、「
次
こ
そ
は
日
本
に
帰
す
」
と
い
う
言
葉
を
信
じ

る
こ
と
に
し
、
粛
々
と
仕
事
に
い
そ
し
み
ま
し
た
。
テ
ヘ
ラ
ン
で
3
年
、
今
度
は
ケ
ニ
ア
の
ナ
イ
ロ
ビ
へ
の
異
動
が
伝
え
ら
れ
ま
す
。

ナ
イ
ロ
ビ
は
国
民
航
空
が
就
航
し
て
お
ら
ず
、
事
務
所
も
な
く
、
現
地
に
誰
も
い
な
い
状
態
。
２
度
も
約
束
を
反ほ

故ご

に
さ
れ
、
怒

り
心
頭
の
恩
地
は
直
訴
の
た
め
日
本
に
帰
国
し
ま
す
が
、
重
病
で
入
院
中
の
社
長
は
恩
地
を
見
て
、
涙
を
流
し
て
謝
る
だ
け
で
し

た
。
出
世
し
た
行
天
に
も
相
手
に
さ
れ
ず
、
恩
地
は
窮
状
を
打
開
す
る
術
な
く
ナ
イ
ロ
ビ
で
地
獄
の
5
年
間
を
過
ご
し
ま
す
。

　
そ
の
こ
ろ
国
民
航
空
機
に
よ
る
事
故
が
多
数
発
生
し
、事
故
調
査
の
た
め
国
会
で
交
通
安
全
特
別
委
員
会
が
開
か
れ
ま
し
た
。

参
考
人
と
し
て
委
員
会
に
招
致
さ
れ
た
労
働
組
合
の
沢
泉
委
員
長
は
、
勤
務
環
境
の
悪
さ
を
証
言
す
る
と
同
時
に
、
前
委
員

長
と
し
て
改
善
に
尽
力
し
た
恩
地
へ
の
不
当
人
事
に
言
及
し
、
世
論
に
会
社
の
不
当
を
訴
え
た
た
め
、
会
社
は
恩
地
を
呼
び
戻

さ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
ま
し
た
。
10
年
の
左
遷
に
耐
え
日
本
に
戻
っ
て
き
た
恩
地
を
待
っ
て
い
た
の
は
、
羽
田
ー
伊
丹
を
結
ぶ

ジ
ャ
ン
ボ
機
が
御
巣
鷹
山
に
墜
落
、
乗
客
・
乗
員
ふ
く
め
５
２
０
名
の
死
者
を
出
す
と
い
う
史
上
最
悪
の
旅
客
機
事
故
で
し
た
。

恩
地
は
事
故
後
す
ぐ
、
御
巣
鷹
山
で
被
害
者
遺
族
の
対
応
を
任
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
遺
族
に
罵
倒
さ
れ
な
が
ら
も
誠
心
誠
意

を
モ
ッ
ト
ー
に
遺
族
の
対
応
に
あ
た
り
ま
す
。
次
に
大
阪
の
「
ご
遺
族
相
談
室
」
に
配
属
さ
れ
、
そ
こ
で
憤
懣
を
抱
え
る
遺
族

へ
の
補
償
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　
完
全
に
失
墜
し
た
国
民
航
空
へ
の
信
頼
を
回
復
さ
せ
る
た
め
、
時
の
首
相
は
異
例
の
人
事
を
行
い
ま
す
。
関
西
で
辣
腕
を
振

る
っ
て
い
た
紡
績
会
社
の
会
長
・
国く
に

見み

正ま
さ

之ゆ
き

を
国
民
航
空
会
長
に
抜
擢
、新
体
制
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ま
す
。
恩
地
は
国
見
か
ら
直
々

に
東
京
に
呼
び
戻
さ
れ
、新
設
さ
れ
た「
会
長
室
」の
部
長
を
任
命
さ
れ
ま
し
た
。
国
見
と
恩
地
は
そ
こ
で
会
社
の
改
革
に
奔
走
し
、

腐
敗
し
き
っ
た
会
社
の
体
質
、
そ
れ
を
作
っ
た
行
天
を
含
む
経
営
陣
の
実
態
を
暴
い
て
い
き
ま
す
が
、
最
後
は
改
革
し
す
ぎ
た

と
首
相
に
よ
り
国
見
が
会
長
辞
任
に
追
い
込
ま
れ
、後
ろ
盾
を
失
っ
た
恩
地
は
再
び
ナ
イ
ロ
ビ
へ
配
属
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
し
た
。

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
。
本
名
、
杉
本 

豊
子
。
大
阪
市
の
老
舗

昆
布
商
店
、
小
倉
屋
山
本
の
家
に
生
ま
れ
る
。
京

都
女
子
専
門
学
校
国
文
科
卒
業
後
、、
毎
日
新
聞

社
に
入
社
。
大
阪
本
社
学
芸
部
に
勤
務
し
、
当
時

の
学
芸
副
部
長
・
井
上
靖
の
も
と
で
記
者
と
し
て

の
訓
練
を
受
け
る
。
勤
務
の
か
た
わ
ら
小
説
を
書

き
は
じ
め
、
昭
和
32
年
（
１
９
５
７
）
に
生
家
を

モ
デ
ル
に
、
親
子
二
代
の
商
人
を
主
人
公
と
し
た

『
暖
簾
』
で
デ
ビ
ュ
ー
。
翌
年
、『
花
の
れ
ん
』
に

よ
り
直
木
賞
を
受
賞
。
新
聞
社
を
退
職
し
て
作
家

生
活
に
入
る
。
昭
和
38
年
（
１
９
６
３
）
よ
り
連

載
を
は
じ
め
た
『
白
い
巨
塔
』
は
鋭
い
社
会
性
で

話
題
を
呼
ん
だ
。『
不
毛
地
帯
』『
二
つ
の
祖
国
』『
大

地
の
子
』
の
戦
争
３
部
作
の
後
、『
沈
ま
ぬ
太
陽
』

を
発
表
。
平
成
３
年
（
１
９
９
１
）、『
大
地
の
子
』

で
菊
池
寛
賞
受
賞
。
平
成
21
年
（
２
０
０
９
）、『
運

命
の
人
』
で
毎
日
出
版
文
化
賞
特
別
賞
受
賞
。

パキスタン南部、アラビア海沿岸にあるパキス
タン最大の都市・カラチ。商業・金融の中心地

西アジア、イランの首都・テヘラン。文化・宗教の中
心地でもある。現在では 50 階を越えるアパートなど超
高層建築のビルが増えている。高さ 435m の新しいラ
ンドマーク、ボルジェ・ミーラードも完成した

ケニア共和国の首都で最大の都市・ナイロビ。ア
フリカ有数の世界都市で、2010 年の都市的地域
の人口は 336 万人（世界第 99 位）。赤道に近い
が標高約 1600m に位置し気候は比較的冷涼であ
る。市街中心部から至近にあるナイロビ国立公園
にはアカシアの点在する乾燥した草原を主体とし
て、乾燥林と河川、ブッシュや渓谷もあり、多く
の動物が生息している。

山や
ま

崎ざ
き

豊と
よ

子こ

（
１
９
２
４
年
〜
）

小説を旅する

東京
↓

カラチ（パキスタン）
↓

テヘラン（イラン）
↓

ナイロビ（ケニア）
↓
東京
↓

御巣鷹山（群馬県）
↓
大阪
↓
東京
↓

ナイロビ（ケニア）

ルート

小
説
を        

す
る
第
二
回

　
山
崎
豊
子

『
沈
ま
ぬ
太
陽
』
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14

読
ん
だ
ら
、

面
白
か
っ
た

！

15

きっちー       　の

を読む四季
ロンドンの夏

四季を読む／読んだら、面白かった！ 14

　
元
治
元
年
（
１
８
６
４
）
六

月
五
日
は
、
現
代
の
カ
レ
ン
ダ
ー

で
い
え
ば
七
月
十
六
日
、
祇
園

祭
の
宵
山
に
あ
た
る
。

　
時
刻
に
な
っ
て
も
、
会

津
侯
の
手
兵
は
な
か
な
か
出
て
来
な
い
。
近
藤
は
、

先
ず
、
隊
士
を
二
人
ず
つ
別
々
に
、
三
条
近
く
の
町

会
所
へ
詰
め
さ
せ
て
置
い
て
、
極
め
て
物
静
か
に
、
日

頃
の
巡
邏
と
変
わ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
装
わ
せ
た
。

　
明
日
は
本
祭
と
い
う
祇
園
祭
の
宵
宮
、
こ
と
に
は
、

少
し
む
し
む
し
し
た
夜
で
、
夕
涼
み
の
人
達
が
、
ぞ

ろ
ぞ
ろ
通
っ
て
行
く
。

　
近
藤
は
会
津
の
兵
を
亥
刻
（
十
時
）
ま
で
待
っ
た

が
、
姿
も
見
せ
な
い
の
で
、
辛
抱
し
切
れ
な
く
な
っ
て
、

遂
々
、
自
か
ら
池
田
屋
へ
斬
込
ん
だ
。
世
に
い
う
「
池

田
屋
事
変
」。
こ
の
た
め
明
治
維
新
が
一
年
遅
れ
た
と

い
わ
れ
る
程
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
、
子
母
澤
寛
の
『
新
選
組
三
部
作
・
新
選
組
始

末
記
』
の
池
田
屋
事
変
の
一
節
。
こ
の
本
を
読
ん
だ
の
は
昭

和
四
十
年
代
の
終
わ
り
の
こ
と
だ
が
、
当
時
は
テ
レ
ビ
番

組
「
新
選
組
血
風
録
」
や
「
燃
え
よ
剣
」（
い
ず
れ
も
原
作

は
司
馬
遼
太
郎
）
の
影
響
を
受
け
て
、
新
選
組
が
ち
ょ
っ

と
し
た
ブ
ー
ム
に
な
っ
て
い
た
。
司
馬
遼
太
郎
の
二
作
品
を

読
み
終
え
、
本
屋
の
店
先
で
見
つ
け
て
、
読
ん
で
み
よ
う

と
思
っ
た
の
が
き
っ
か
け
だ
。

　
こ
の
本
が
出
版
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
年
（
１
９
２
８
）。

そ
れ
以
降
に
発
表
さ
れ
た
新
選
組
を
取
扱
っ
た
小
説
や
映

画
は
、
少
な
か
ら
ず
お
世
話
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
。
図

書
館
で
出
会
っ
た
の
は
、
子
母
澤
寛
が
こ
の
本
の
後
に
書
い

た
『
新
選
組
遺
聞
』（
昭
和
四
年
）
と
『
新
選
組
物
語
』（
昭

和
六
年
）
と
を
合
わ
せ
て
、
新
選
組
三
部
作
と
称
さ
れ
る

も
の
。
か
つ
て
読
ん
だ
の
は
、
著
者
自
身
が
昭
和
三
十
七

年
（
１
９
６
２
）
に
全
集
を
出
す
た
め
に
、
こ
の
三
部
作
を

再
編
集
し
一
冊
に
し
た
定
本
版
で
、
巻
頭
に
近
藤
勇
や
土

方
歳
三
の
写
真
が
載
っ
て
い
る
も
の
だ
。

　
こ
の『
新
選
組
始
末
記
』は
、ほ
か
の
時
代
小
説
と
は
違
い
、

主ヒ
ー
ロ
ー

人
公
が
活
躍
す
る
と
い
う
作
品
で
は
な
か
っ
た
の
で
、
最

初
は
戸
惑
っ
た
。
読
み
進
め
る
う
ち
に
、
そ
れ
は
著
者
が

当
時
生
存
し
て
い
た
古
老
た
ち
に
取
材
し
て
書
い
た
も
の

だ
か
ら
だ
と
気
が
つ
い
た
。
そ
う
思
っ
て
読
め
ば
、
こ
れ
ほ

ど
面
白
い
も
の
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
こ
の
本
の
史
料

的
価
値
に
結
び
つ
く
の
か
と
い
え
ば
、
出
版
以
来
す
で
に

八
十
年
以
上
が
経
過
し
、
幕
末
維
新
に
関
す
る
研
究
が
ど

ん
ど
ん
進
展
し
て
い
る
今
日
、
そ
の
評
価
は
読
者
自
身
の

判
断
に
委
ね
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
作
家
に
な
る
前
の
子
母
澤
寛
は
、
東
京
日
日
新
聞
（
の

ち
の
毎
日
新
聞
）
の
記
者
を
し
て
お
り
、
同
じ
昭
和
三
年

に
出
版
さ
れ
た
東
京
日
日
新
聞
社
編
『
戊
辰
物
語
』（
現
在

は
岩
波
文
庫
に
収
録
）
の
執
筆
に
も
携
わ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
。
ち
な
み
に
新
選
組
の
前
身
で
あ
る
浪
士
隊
の
旗
揚

げ
を
画
策
し
た
清
川
八
郎
が
暗
殺
さ
れ
た
記
事
に
は
、
山

岡
鉄
太
郎
（
鉄
舟
）
夫
人
か
ら
の
聞
書
き
が
活
か
さ
れ
て

い
る
。
こ
れ
が
『
新
選
組
始
末
記
』
に
も
同
じ
よ
う
に
使

わ
れ
て
い
る
の
で
、
彼
の
『
戊
辰
物
語
』
へ
の
関
わ
り
が
わ

か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
聞
書
き
は
昭
和
三
十
四

年
（
１
９
５
９
）
か
ら
翌
年
に
か
け
て
『
産
経
新
聞
』
に
掲

載
さ
れ
た『
逃
げ
水
』に
も
随
所
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
し
、

昭
和
三
十
七
年
か
ら
翌
年
に
か
け
て
執
筆
し
た
『
鴨
川
物

語
―
哀
惜
新
選
組
―
』
で
も
活
か
さ
れ
て
い
る
。

　
時
代
小
説
の
作
家
が
、
作
品
を
執
筆
す
る
に
あ
た
っ
て
、

そ
の
舞
台
と
な
っ
た
土
地
に
取
材
し
た
り
、
史
料
に
あ
た
っ

た
り
す
る
の
は
基
本
的
な
こ
と
だ
ろ
う
が
、
子
母
澤
寛
の

作
品
で
は
、
取
材
の
成
果
が
際
立
っ
て
い
る
と
思
う
。
こ
の

こ
と
は
定
本
版
の
「
隊
士
絶
命
銘
々
録
」
を
み
れ
ば
よ
く

わ
か
る
。

　
慶
応
元
年
（
１
８
６
５
）
二
月
、
壬
生
の
屯
所
で
総
長

の
山
南
敬
介
が
脱
走
の
罪
に
よ
り
切
腹
す
る
間
際
、
駆
け

付
け
た
愛
人
の
明
里
が
出
窓
の
格
子
に
向
か
っ
て
、「
山
南

さ
ん
山
南
さ
ん
」
と
呼
び
か
け
た
声
に
、
格
子
戸
の
手
障

子
が
開
い
て
、
見
え
た
山
南
の
顔
が
何
と
も
い
え
な
い
淋

し
い
眼
を
し
て
、
顔
色
は
真
青
だ
っ
た
こ
と
や
、
慶
応
四

年
（
１
８
６
８
）
年
五
月
、
沖
田
総
司
が
養
生
の
た
め
に

隠
れ
住
ん
で
い
た
植
木
屋
の
納
屋
の
庭
先
に
き
た
黒
猫
を

斬
れ
ず
に
、
老
婆
に
向
か
っ
て
「
あ
あ
、
ば
ァ
さ
ん
、
俺
ァ

斬
れ
な
い
、
俺
ァ
斬
れ
な
い
」
と
い
っ
て
倒
れ
込
み
、
そ

の
翌
日
息
を
引
き
取
る
前
の
最
期
の
言
葉
が
「
ば
ァ
さ
ん
、

あ
の
黒
い
猫
は
来
て
る
だ
ろ
う
な
ァ
」
と
い
う
描
写
な
ど

は
、
聞
書
き
を
使
っ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
作
家
と
し

て
の
子
母
澤
寛
の
力
量
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
う
い
う
意
味
で
、『
新
選
組
始
末
記
』
は
幕
末
か
ら

明
治
に
か
け
て
生
き
た
人
々
の
記
録
で
あ
り
、
い
ま
か
ら

百
四
十
年
前
の
京
都
を
駆
け
め
ぐ
っ
た
男
た
ち
の
生
き
ざ

ま
を
描
い
た
作
品
で
も
あ
る
。

子
母
澤
寛　

『
新
選
組
始
末
記
』

　
ロ
ン
ド
ン
の
七
月
。
時
お
り
雲
の
切
れ
間
か
ら
射
し
て
く
る
眩

ま
ば
ゆ

い
日
差
し
を
あ

び
な
が
ら
、
メ
イ
フ
ェ
ア
か
ら
ピ
カ
デ
リ
ー
を
横
切
っ
て
、
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
を
通

り
抜
け
て
い
く
と
、
そ
こ
に
は
バ
ッ
キ
ン
ガ
ム
宮
殿
が
あ
り
ま
す
。

　
女
王
陛
下
の
宮
殿
は
、
た
く
さ
ん
の
観
光
客
が
近
衛
兵
の
交
代
式
を
見
物
し
よ
う

と
集
ま
っ
て
く
る
、
ロ
ン
ド
ン
で
も
と
び
っ
き
り
の
観
光
ス
ポ
ッ
ト
。
式
典
が
始
ま

る
と
一
斉
に
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
切
る
音
が
し
ま
す
。
な
か
に
は
、
衛
兵
の
行
進
に
見
と

れ
て
し
ま
っ
て
、
思
わ
ず
自
分
の
シ
ャ
ッ
タ
ー
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
し
ま
う
光
景
も
。

　
そ
ん
な
夏
の
日
の
午
後
、
青
空
が
に
わ
か
に
曇
っ
て
、
嵐
の
よ
う
に
風
が
吹
き
激

し
い
雨
が
一
瞬
で
通
り
過
ぎ
て
い
き
ま
し
た
。
黄
昏
ど
き
に
は
ま
だ
早
か
っ
た
の
で
、

雨
あ
が
り
の
さ
わ
や
か
な
空
気
の
な
か
、
グ
リ
ー
ン
パ
ー
ク
を
散
策
し
て
み
ま
し
た
。

　
前
を
ゆ
く
男
女
は
恋
人
同
士
で
し
ょ
う
か
。
園
遊
会
の
帰
り
と
み
え
て
、
二
人

と
も
盛
装
し
て
い
ま
す
。
若
い
女
性
は
左
腕
を
男
性
の
右
腕
に
絡
ま
せ
、
右

手
に
靴
を
さ
げ
て
、
楽
し
げ
に
会
話
を
交
わ
し
な
が
ら
、
ま
だ
乾
き
き
っ
て

い
な
い
芝
生
の
上
を
裸
足
で
歩
い
て
い
ま
す
。

　

　
園
遊
会
と
い
え
ば
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
（
１
８
８
４

～
１
９
２
３
）
の
短
編
「
園
遊
会
」
の
冒
頭
に
こ
ん
な
一
節
が
あ
り
ま
す
。

　
そ
れ
で
、
つ
い
に
、
天
気
は
ま
っ
た
く
上
々
と
な
っ
た
。
た
と
え

あ
つ
ら
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
以
上
、
園
ガ
ー
デ
ン
・
パ
ー
テ
ィ

遊
会
に
も
っ
て
こ
い
の

日
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
風
は
な
い
し
、

暖
か
で
、
空
に
は
一
点
の
雲
も
な
か
っ
た
。
た
だ
、

空
の
青
さ
に
、
と
き
ど
き
初
夏
の
こ
ろ
に
見
る
よ

う
に
、明
る
い
金
色
の
靄も
や

が
う
す
く
か
か
っ
て
い
た
。

園
丁
は
も
う
夜
明
け
か
ら
立
ち
働
い
て
、
芝
生
を

刈
っ
た
り
掃
い
た
り
し
て
、
芝
草
と
、
前
に
ヒ
ナ

ギ
ク
の
あ
っ
た
黒
い
平
ら
な
薔ば

薇ら

形が
た

の
花
壇
ま
で

が
輝
く
よ
う
に
な
っ
た
。
薔
薇
の
花
は
と
い
え
ば
、

薔
薇
と
い
う
も
の
は
園
遊
会
で
人
々
の
心
を
捉と
ら

え

る
唯ゆ
い

一い
つ
の
花
で
あ
り
、
だ
れ
も
が
自
分
で
知
っ
て
い

る
と
思
う
唯
一
の
花
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
薔
薇

そ
の
も
の
が
ち
ゃ
ん
と
心
得
て
い
る
と
お
も
わ

れ
る
ほ
ど
だ
っ
た
。
何
百
と
い
う
薔
薇
、
そ
う
、

文
字
ど
お
り
何
百
と
い
う
花
が
一
晩
で
咲
き
だ

し
て
い
た
。
緑
の
薔
薇
の
木
々
は
、
ま
る
で
天

使
の
長お
さ

た
ち
が
舞
い
下
っ
た
か
の
よ
う
に
、
垂

れ
伏
し
て
い
た
。

　
公
園
で
見
か
け
た
二
人
も
、
こ
の
近
く
の
貴
族
の

邸
宅
の
園
遊
会
に
招
か
れ
て
、
庭
に
咲
き
誇
る
薔
薇

や
季
節
の
花
々
に
囲
ま
れ
て
、
優
雅
な
ひ
と
と
き
を

過
ご
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
う
い
え
ば
薔
薇
は
イ
ギ
リ
ス
（
イ
ン
グ
ラ
ン

ド
）
の
国
花
で
あ
り
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
『
ソ

ネ
ッ
ト
集
』
に

た
ぐ
い
な
く
美
し
い
も
の
の
子
孫
こ
そ
殖ふ

え
て
ほ
し
い
の
で
す
。

そ
う
す
れ
ば
、
美
の
薔ば

薇ら

が
死
に
た
え
る
こ
と
は
な
い
。

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
美
の
象
徴
で
も
あ
り
ま
す
。

　
最
後
に
ト
ー
マ
ス
・
ム
ー
ア
の
詩
「
夏
の
名
残
り
の
薔
薇
」
の
一
節
を
掲
げ
て
お

き
ま
し
ょ
う
。

'T
is the last rose of sum

m
er

L
eft bloom

ing alone;

　A
ll her lovely com

panions

A
re faded and gone;

　 N
o flow

er of her kindred,

N
o rosebud, is nigh,

　T
o reflect back the blushes,

T
o give sigh for sigh.

＊
こ
の
ペ
ー
ジ
で
紹
介
し
た
本

①
安
藤
一
郎
訳
『
マ
ン
ス
フ
ィ
ー
ル
ド
短
編
集
』（
二
〇
〇
八
年
・
新
潮
文
庫
）

②
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
・
高
松
雄
一
訳
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』（
一
九
八
六
年
・
岩
波
文
庫
）
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Lynzo 発行から 2 年目の夏を迎えました。祇園祭の宵
山、山鉾巡行、暦の上では立秋を過ぎても、五山の送
り火へと、まだまだ京都の夏は続いていきます。時に
は祭事と離れ、木陰でくつろぐように、図書館で読
書をしたり思索にふけったりして過ごしてみてくださ
い。

後
　
記

1617

特集コーナー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）

● 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）

● 30（月）

● 31（火）

● 1（土）

● 2（日）

● 3（月）

4（火） 休館日

5（水） 休館日

6（木） 休館日

7（金） 休館日

● 8（土）

● 9（日）

● 10（月）

● 11（火）

● 12（水）

● 13（木）

● 14（金）

● 15（土）

● 16（日）

● 17（月）

● 18（火）

● 19（水）

20（木）

21（金）

22（土） 休館日

● 23（日）

24（月）

25（火）

26（水）

27（木）

28（金）

29（土）

● 30（日）

● 1（水）

● 2（木）

● 3（金）

● 4（土）

● 5（日）

● 6（月）

● 7（火）

● 8（水）

● 9（木）

● 10（金）

● 11（土）

12（日） 休館日

● 13（月）

● 14（火）

● 15（水）

● 16（木）

● 17（金）

● 18（土）

● 19（日）

● 20（月）

● 21（火）

● 22（水）

● 23（木）

● 24（金）

● 25（土）

● 26（日）

● 27（月）

28（火） 休館日

● 29（水）

● 30（木）

● 31（金）

※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。

9月 西鶴と芭蕉
　日本の近世文学を語るうえで忘れてはならな

い井原西鶴と松尾芭蕉。西鶴は『好色一代男』

や『日本永代蔵』などに代表される浮世草子ば

かりではなく、俳諧師としても作品を数多く残

しています。また松尾芭蕉も俳諧だけではなく、

その『笈の小文』や『おくのほそ道』などの紀

行文が有名です。今回はこの二人の作品をとお

して、その人生観や芸術観を理解するための図書を展示貸出します。

8月 キリシタン時代を考える　

－戦国時代のキリシタンの歴史と文化－
　フランシスコ・ザビエルが日本にやってきた

のは、天文 18 年（1549）8 月のこと。今から

460 年余り前、初めて日本にキリスト教がもた

らされました。その後イエズス会の宣教師たち

の布教によって、戦国大名から庶民まで多くの

人々がキリスト教を信仰した背景には何があっ

たのでしょうか？　今回の展示ではキリシタン時代を考える基本文献とそのキリシタン版と

よばれる出版事業を知るための図書を展示貸出します。

7月 日本の伝説
　日本各地に伝わる伝説のなかに、わたしたちは

語り継がれてきた真実の断片を見いだすことが

あります。それは自然を超越した存在やその威力

を題材とするものであったり、その土地に残る英

雄伝説であったり、様々な形態をとって今日に伝

えられてきています。今回の展示では、伝説を再

発見するための図書を展示貸出します。


