
新
『
現
代
を
い
か
に
生
き
る
か
』

伊
藤
義
清
著

(
創
元
社
、
 
B
5
判
、
-
 
0
 
一
頁
、
一
八

0
円
)

虐
と
り
く
む
、
神
と
人
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス

ト
、
十
字
架
と
復
活
、
影
あ
る
一
父
わ
り
)
、
Ⅲ

愛
に
宅
き
る
(
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
愛
、
男
と

女
、
結
婚
・
家
庭
社
会
福
祉
へ
の
道
)
、
Ⅳ
社

会
に
生
き
る
(
個
と
全
体
、
教
育
と
は
何
か
、
労

働
の
も
つ
意
味
、
政
治
に
と
り
く
む
)
、
 
V
使
命

に
生
き
る
(
新
島
爽
 
J
 
・
 
L
 
・
ロ
マ
ド
カ
、
岩

村
昇
、
 
M
 
・
 
L
 
・
キ
ン
グ
、
鈴
木
正
久
)
。
以
上

の
構
想
は
、
女
子
学
院
高
等
学
校
教
諭
と
し
て
の

経
験
に
十
分
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
広
汎

に
わ
九
る
諸
問
題
が
手
ぎ
わ
よ
く
整
頓
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
は
、
教
科
当
と
し
て
の
配
点
で
あ
ろ
う
。

本
書
に
お
い
て
も
、
前
掲
書
同
様
、
現
代
を
批

判
的
に
と
ら
え
て
い
く
論
調
は
自
由
奔
放
で
あ

る
。
い
ち
い
ち
こ
こ
に
指
摘
す
る
余
裕
は
な
い
が

た
と
え
ば
<
高
校
生
の
政
治
活
動
>
の
な
か
で
、

安
保
、
沖
繩
な
ど
現
実
の
政
治
問
題
を
教
育
の

な
か
で
扱
う
場
合
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
側
而
を

教
え
、
教
師
の
個
人
的
意
見
の
『
押
し
つ
け
』
を

避
け
る
べ
き
だ
」
と
い
う
文
部
省
見
解
を
俎
上
に

の
ぽ
せ
て
、
こ
れ
を
ま
っ
こ
う
か
ら
批
判
し
て
い

る
。
「
家
永
裁
判
」
を
思
え
ば
、
こ
れ
は
一
つ
の

勇
気
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
新
し
い
教
科
書
を

生
み
出
す
試
み
と
し
て
高
く
評
価
し
た
い
。

面
白
い
破
格
な
教
科
書
で
あ
る
。
一
哉
教
科

書
と
し
て
ょ
り
は
読
み
も
の
と
し
て
、
読
み
ど
た

え
が
あ
る
と
思
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
破
格
で
あ
る

こ
と
の
な
か
に
、
本
書
の
成
功
と
失
敗
が
あ
る
。

本
書
が
現
代
的
な
問
題
意
識
で
つ
ら
ぬ
か
れ
て

い
る
こ
と
は
、
各
章
、
各
項
目
を
ひ
ろ
っ
て
み
る

だ
け
で
も
十
分
う
な
づ
け
よ
う
。
 
1
現
代
に
生
き

る
(
現
代
と
は
何
か
、
人
牛
を
考
え
る
、
科
学
と

、

人
間
回
復
の
道
)
、
Ⅱ
聖
書
に
生
き
る
(
聖

,
ロ
'

し
か
し
他
面
、
鋭
い
筆
先
が
と
き
に
横
遭
に
そ

れ
た
り
、
ひ
と
り
よ
が
り
に
な
っ
た
り
し
て
い
る

と
こ
ろ
が
す
く
な
く
な
い
。
前
掲
の
『
青
年
と
政

治
』
で
は
生
彩
を
放
っ
た
そ
の
才
が
、
本
書
の
よ

う
な
行
儀
の
い
い
枠
の
な
か
で
は
衷
目
に
出
た
、

と
い
、
愚
じ
な
の
で
あ
る
。

も
う
一
つ
、
ぜ
ひ
ふ
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
本

耆
で
語
ら
れ
て
い
る
聖
書
の
よ
み
か
た
、
キ
リ
ス

ト
教
の
理
解
、
教
会
観
で
あ
る
。
著
者
の
明
る
い

現
代
覺
に
く
ら
べ
、
こ
れ
ら
に
は
古
色
然
六

る
も
の
が
あ
る
。
「
お
お
教
会
よ
、
私
は
あ
な
た

の
た
め
に
一
仞
を
さ
さ
げ
さ
せ
て
い
た
だ
く
ほ
か

道
を
知
ら
な
い
の
で
す
」
(
中
路
嶋
雄
)
の
引
用
に

し
て
も
、
一
如
を
さ
さ
げ
る
に
値
す
る
教
会
と
は

な
ん
な
の
か
、
と
い
う
吟
味
が
な
け
れ
ば
、
危
険

と
い
う
ほ
か
な
い
。
最
近
の
聖
書
学
の
成
果
現

実
の
歴
史
の
な
か
で
問
わ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
が
あ

ら
た
崚
座
み
出
そ
う
と
し
て
い
る
も
の
な
ど
を
、

総
動
員
し
て
、
も
っ
と
大
胆
に
語
る
べ
き
で
は
な

か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
ょ
っ
て
、
聖
轡
の
実
存
論

的
解
釈
か
ら
一
歩
を
踏
み
出
す
で
あ
ろ
う
し
、
キ

リ
ス
ト
教
が
要
と
な
っ
て
い
る
本
書
は
、
ま
っ
た

く
新
し
い
も
の
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
(
工
藤
)
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「
社
会
保
障
と
人
権

小
倉
襄
二
著

(
汐
文
社
、
解
放
新
書
、
四
八
0
円
)

』
]
桜
度
経
済
契
と
い
っ
た
翁
の
う
し
ろ
に

私
た
ち
の
Π
挙
則
な
生
活
基
盤
を
つ
き
く
ず
し
苦

悩
を
累
稙
さ
せ
て
ゆ
く
波
さ
ま
じ
い
ま
で
の
状
況

の
変
化
が
あ
る
。
、
す
べ
て
が
計
曾
れ
た
数
偵
で

あ
ら
わ
さ
れ
、
「
い
か
に
生
く
べ
き
か
し
と
い
う

人
脚
的
価
偵
の
器
は
し
だ
い
に
せ
ぱ
め
ら
れ
て

ゆ
く
。
そ
の
変
化
の
速
度
に
幻
惑
さ
れ
て
、
ま
す

ま
す
状
況
を
つ
き
動
か
す
仕
組
み
を
直
視
す
る
こ

と
が
困
辯
と
な
る
。

け
れ
ど
も
現
在
、
私
九
ち
の
苦
悩
の
比
重
は
大

き
い
。
ま
だ
〕
桟
に
通
っ
て
い
る
小
さ
な
十
供
が

い
る
の
に
、
万
一
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
夫
が
な
く
な

つ
た
ら
ど
ぅ
し
よ
う
、
と
主
婦
の
心
の
底
を
よ
ぎ

る
不
安
や
夫
業
・
街
病
・
老
後
へ
の
お
そ
れ
、
心

身
陣
発
の
閻
辺
が
、
公
答
・
交
通
戦
争
・
合
理

化
な
ど
の
進
行
状
況
と
交
錯
す
る
。
そ
の
先
に
待

*
ク
ロ
プ
一
リ
丁

つ
て
い
る
の
は
「
死
の
愛
好
L
 
に
も
似
た
無
関
心

の
谷
間
な
の
か
。

小
倉
さ
ん
は
こ
う
い
う
状
況
を
「
権
利
の
埋
没
L

と
い
う
こ
と
ぱ
で
と
ら
え
て
い
る
。
彼
の
専
攻
領

域
は
社
会
福
祉
事
美
が
、
こ
の
専
門
性
を
媒
介

に
し
て
氏
は
人
閻
の
軸
を
問
い
画
そ
う
と
こ
こ
ろ

み
る
。
そ
れ
も
状
況
を
う
ど
か
す
体
制
の
し
く
み

に
「
パ
イ
ル
を
打
ち
こ
む
」
よ
う
に
し
な
が
ら
。

こ
の
本
は
そ
う
い
う
重
み
を
も
っ
て
い
る
。

人
権
と
い
う
言
県
は
美
し
い
。
け
れ
ど
も
人
権

が
現
状
況
を
つ
く
り
出
し
て
ゆ
く
政
治
、
経
済
の

中
で
ど
の
よ
う
に
確
保
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
具

体
的
な
条
件
を
、
自
分
の
日
常
の
暮
ら
し
に
ひ
き

つ
け
て
考
え
る
と
い
う
発
想
は
日
本
で
は
定
着
し

て
い
な
い
。
こ
の
本
を
よ
ん
で
い
て
あ
ら
た
め
て

驚
か
さ
れ
る
の
は
、
日
本
の
近
代
の
中
で
占
め
る

「
人
権
」
の
暗
黒
の
部
分
で
あ
る
。
「
中
存
権
」
と

い
う
旻
自
体
が
馴
染
ま
れ
ず
、
社
会
保
障
と
い

う
こ
と
す
ら
社
会
的
矛
盾
激
化
の
緩
和
策
と
し
て

し
か
発
想
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
湿
潤
の
士
壌
で

は
、
砥
は
つ
ね
に
無
視
に
つ
な
が
り
、
社
公
福

祉
亊
楽
は
「
美
談
L
 
の
ム
ー
ド
に
つ
つ
ま
れ
て
そ

の
正
当
な
モ
テ
ィ
ベ
ー
シ
"
ン
へ
の
評
価
を
は
ば

む
。
こ
う
し
た
粘
神
風
士
に
挑
戦
す
る
小
倉
さ
ん

の
語
り
に
は
迫
力
が
あ
る
。
そ
れ
は
多
く
の
「
出

公
い
し
に
ょ
っ
て
彼
の
も
の
と
な
っ
九
追
力
で
あ

ろ
う
。
戦
後
憲
法
一
十
五
条
に
基
づ
い
て
、
告

舍
邑

保
護
法
と
か
児
童
福
祉
法
と
か
身
体
障
害
児
福
祉

法
と
い
う
よ
う
な
い
ろ
い
ろ
な
福
祉
立
法
が
、
公

的
責
任
へ
の
明
確
な
イ
メ
ー
ジ
を
欠
落
さ
せ
た
ま

ま
に
運
営
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
怒
り
で
も
あ

る
。
生
活
保
護
基
準
の
物
神
性
に
対
す
る
「
人
間

の
牛
存
権
を
か
け
た
戦
い
1
 
朝
日
森
L
、
底
辺

へ
の
固
着
と
蓑
別
を
こ
え
る
部
倦
解
放
の
戦
い
、

絶
え
間
な
い
欲
衡
発
と
消
賀
革
命
の
進
行
の
中

で
の
被
保
護
世
帯
の
苫
し
み
の
実
態
、
人
問
の
セ

キ
ユ
リ
テ
ィ
ー
を
本
質
的
に
考
愈
に
お
か
な
い
現

在
日
本
の
医
療
保
障
体
系
、
心
身
陣
害
児
や
老
齢

保
障
の
問
題
の
分
析
、
こ
れ
ら
を
と
お
し
て
人
権

と
人
問
の
鴛
の
境
位
を
確
定
し
よ
う
と
努
力
す

る
小
倉
さ
ん
の
足
跡
は
貴
重
で
あ
る
。

亀
智
,
▼
述

、
電
黒
智
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