
巻頭対談

国語と教養を
軽視する愚かさ

ふじ わら まさ ひこ

藤原正彦
（お茶の水女子大学名誉教授）
1943年、旧満洲・新京生まれ。東京大学理学部数学科卒
業、理学博士。米国で3年間教えたのち、78年、数学者の
視点から眺めた清新な留学記『若き数学者のアメリカ』
で日本エッセイスト・クラブ賞を受賞、ユーモアと知性
に根差した独自の随筆スタイルを確立する。父・新田次
郎、母・藤原ていの次男。著書に『国家の品格』（新潮新
書）、『本屋を守れ』（PHP新書）など多数。

もり もと

森本あんり
（東京女子大学学長）

1956年、神奈川県生まれ。国際基督教大学人文科学科卒
業。東京神学大学大学院を経て、プリンストン神学大学
院博士課程修了（Ph.D.）。専攻は組織神学。プリンスト
ン神学大学客員教授、バークレー連合神学大学客員教
授、国際基督教大学教授などを経て、2022年4月より現
職。著書に『反知性主義』『不寛容論』（いずれも新潮選
書）、『異端の時代』（岩波新書）など。

混迷を極める時代に本当に求められる教養とは何か。
ともにリベラルアーツを掲げる大学で教えた経験をもつ
数学者と神学者が、学問領域を超えて語り尽くす
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教
養
教
育
が
軽
視
さ
れ
る
日
本
の
大
学

森
本
藤
原
先
生
と
こ
う
し
て
お
話
す
る
機
会
を
い
た
だ
く
の

は
初
め
て
の
こ
と
で
、
光
栄
で
あ
る
と
同
時
に
畏お

そ

れ
多
い
気
持
ち

で
す
。
ご
著
書
『
国
家
と
教
養
』（
新
潮
新
書
）
や
『
本
屋
を
守

れ
』（
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
）
な
ど
を
拝
読
し
、「
そ
の
と
お
り
、
そ
の
と

お
り
」
と
終
始
唸う

な

っ
て
お
り
ま
し
た
。

藤
原
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
私
も
数
年
前
、
執
筆
中
に

森
本
先
生
の
『
反
知
性
主
義
』（
新
潮
選
書
）
か
ら
ピ
ュ
ー
リ
タ

ン
を
勉
強
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

森
本

今
日
は
、「
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
」
を
テ
ー
マ
に
お
話
し

で
き
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
藤
原
先
生
は
長
き
に
わ
た
り
お
茶
の
水

女
子
大
学
で
教

き
よ
う

鞭べ
ん

を
と
ら
れ
、
私
は
昨
年
ま
で
Ｉ
Ｃ
Ｕ
（
国
際
基

督
教
大
学
）
で
教
え
、
今
年
度
か
ら
は
東
京
女
子
大
学
で
学
長
を

務
め
て
い
ま
す
。
い
ず
れ
の
大
学
も
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
を
実

践
し
て
い
る
点
で
共
通
し
て
い
ま
す
ね
。

藤
原
そ
も
そ
も
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
い
う
言
葉
は
定
義
が

曖あ
い

昧ま
い

で
す
ね
。
一
般
的
に
は
「
人
文
科
学
・
社
会
科
学
・
自
然
科

学
の
横
断
的
な
教
育
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ

の
捉
え
方
は
国
や
時
代
、
さ
ら
に
は
大
学
な
ど
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
で
す
。

森
本
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
が
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な
い
の
は
、

そ
も
そ
も
そ
れ
が
「
Ｗ
ｈ
ａ
ｔ
（
何
か
）」
で
は
な
く
「
Ｈ
ｏ
ｗ

（
ど
の
よ
う
に
）」
だ
か
ら
で
す
。
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
は
、
哲
学
や

数
学
、
文
学
と
い
っ
た
学
問
分
野
の
集
合
名
詞
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
教
師
の
側
が
ど
の
よ
う
に
教
え
、

学
生
が
ど
の
よ
う
な
姿
勢
で
学
ぶ
か
で
す
。
ど
ん
な
分
野
で
も
、

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
的
に
教
え
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
ま
っ
た
く
違

う
精
神
で
教
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

だ
か
ら
、
知
識
を
貯た

め
て
博
学
に
な
る
こ
と
が
目
的
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
得
ら
れ
た
知
識
で
そ
の
人
自
身
が
変
わ
り
、

も
の
の
見
方
や
考
え
方
が
変
わ
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
、
リ
ベ
ラ
ル
ア

ー
ツ
の
本
義
が
あ
る
。「
教
養
を
身
に
つ
け
る
」
と
し
ば
し
ば
い

わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
に
も
違
和
感
が
あ
り
ま
す
。
教
養
と
は

ア
ク
セ
サ
リ
ー
の
よ
う
に
つ
け
た
り
外
し
た
り
で
き
る
も
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
。
決
し
て
容
易
に
備
わ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
こ

そ
、
厳
し
い
知
的
訓
練
を
覚
悟
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

藤
原
イ
ギ
リ
ス
の
中
・
上
流
階
級
の
多
く
の
子
弟
は
十
二
歳
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ご
ろ
か
ら
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
で
エ
リ
ー
ト
教
育
を
受
け
、

〝
教
養
人
〟
の
素
地
を
備
え
た
う
え
で
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ
（
オ

ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
と
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
併
称
）
な
ど
に

進
学
し
ま
す
。
彼
ら
が
や
が
て
親
に
な
る
と
、
我
が
子
に
も
自
分

と
同
じ
道
を
歩
ま
せ
る
。
そ
う
し
て
、
紳
士
階
級
が
継
承
さ
れ
て

い
く
わ
け
で
す
。
他
方
で
、
お
金
は
あ
っ
て
も
教
養
の
な
い
「
成

り
上
が
り
」
は
、
紳
士
階
級
に
は
入
れ
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
自
分
の

世
代
は
諦
め
、
子
ど
も
を
パ
ブ
リ
ッ
ク
ス
ク
ー
ル
に
入
れ
、
教
養

を
つ
け
さ
せ
ま
す
。
こ
う
し
て
自
分
の
次
の
世
代
か
ら
紳
士
階
級

の
仲
間
入
り
を
さ
せ
よ
う
と
し
ま
す
。

森
本
英
米
と
日
本
の
教
育
で
は
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
の
Ｗ
ｈ

ｏ
、
つ
ま
り
誰
が
教
え
る
か
も
違
っ
て
い
ま
す
。
日
本
で
は
博
士

号
を
取
り
た
て
の
若
手
が
一
般
教
養
科
目
を
担
当
し
、
ベ
テ
ラ
ン

の
教
授
が
専
門
科
目
を
教
え
る
風
潮
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。
英
米
で

は
ま
っ
た
く
逆
で
す
。
優す

ぐ

れ
た
経
験
と
経
歴
を
も
つ
そ
の
道
の
大

家
や
看
板
教
授
こ
そ
が
一
般
教
養
科
目
を
教
え
、
経
験
の
浅
い
若

手
は
専
門
科
目
を
担
当
し
ま
す
。

リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
は
、
た
ん
な
る
雑
学
の
寄
せ
集
め
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
道
を
極
め
た
学
者
だ
か
ら
こ
そ
伝
え
う
る
高
度
な

知
の
広
が
り
を
、
学
問
の
入
り
口
に
立
つ
若
者
に
提
供
す
る
べ
き

で
し
ょ
う
。
も
し
も
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
各
学
部
か
ら
集
ま
っ

た
学
生
に「
物
理
学
と
は
何
か
」に
つ
い
て
講
義
を
し
た
ら
、
学
生

に
は
も
の
す
ご
く
刺
激
的
で
啓
発
的
な
体
験
に
な
る
は
ず
で
す
。

藤
原
私
が
ア
メ
リ
カ
の
コ
ロ
ラ
ド
大
学
で
講
義
を
受
け
も
っ

て
い
た
こ
ろ
も
、
大
学
一
、
二
年
生
の
一
般
教
養
科
目
の
講
義
は

老
練
な
教
授
た
ち
が
担に

な

っ
て
い
ま
し
た
。
当
時
は
ま
だ
新
米
の
Ｐ

ｈ
．Ｄ
．だ
っ
た
私
は
、
大
学
院
生
を
相
手
に
専
門
の
数
学
を
教
え

て
い
た
も
の
で
す
。

森
本
そ
う
な
ん
で
す
。
自
分
の
専
門
を
教
え
る
だ
け
な
ら
、

駆
け
出
し
の
学
者
に
も
で
き
る
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
日
本
の
大
学

で
は
、
逆
の
状
況
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
ね
。

藤
原
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
、
専
門
学
部
の
教
師
が
教
養
部

の
教
師
を
下
に
み
て
い
る
節
す
ら
あ
る
。
だ
か
ら
、
教
養
部
の
教

師
は
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
抱
き
、
専
門
学
部
に
移
ろ
う
と
す
る
。

こ
の
構
造
自
体
が
愚お

ろ

か
し
い
の
で
あ
っ
て
、
日
本
に
お
け
る
教
養

教
育
を
阻は

ば

ん
で
い
る
元
凶
で
し
ょ
う
。

森
本
さ
ら
に
い
え
ば
、
い
ま
の
大
学
シ
ス
テ
ム
は
、
基
本
的

に
は
入
学
す
る
段
階
で
専
門
（
学
部
）
を
決
め
な
く
て
は
な
り
ま



せ
ん
。
こ
れ
は
大
学
自
身
が
高
等
教
育
の
意
義
を
否
定
し
て
い
る

よ
う
な
も
の
で
す
。「
大
学
生
の
数
年
間
に
大
き
な
知
的
変
化
は

起
こ
ら
な
い
」
と
い
う
前
提
に
立
っ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。

「
医
者
に
な
ろ
う
と
思
っ
て
医
学
部
に
入
っ
て
み
た
け
れ
ど
、
法

律
を
学
ん
で
弁
護
士
に
な
り
た
く
な
っ
た
」「
世
界
平
和
に
寄
与

す
る
た
め
に
国
際
関
係
を
学
ん
で
い
た
ら
、
む
し
ろ
経
済
や
宗
教

の
重
要
性
に
気
づ
い
た
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
大
学
で
さ
ま
ざ

ま
な
経
験
を
す
れ
ば
山
ほ
ど
起
こ
り
え
ま
す
。

学
生
の
興
味
・
関
心
が
移
り
変
わ
る
可
能
性
を
考
慮
す
る
な
ら

ば
、
入
学
後
は
ま
ず
は
全
員
が
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
に
触
れ
る

べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
他
分
野
へ
の
視
野
を
広
げ

た
う
え
で
、
専
門
の
学
部
を
選
び
直
せ
ば
い
い
わ
け
で
す
。

藤
原
同
感
で
す
。
欧
州
で
は
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
時
代
よ

り
「
自
由
七
科
」
の
伝
統
が
あ
り
ま
す
。
文
法
、
修
辞
学
、
弁
証

法
の
三
学
と
、
算
術
、
幾き

何か

学
、
天
文
学
、
音
楽
の
四
科
を
学
ぶ

こ
と
が
自
由
人
の
条
件
だ
っ
た
の
で
す
。
も
っ
と
も
当
時
の
「
自

由
人
」
と
は
「
奴ど

隷れ
い

と
し
て
売
り
買
い
さ
れ
な
い
人
」
と
い
う
意

味
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
学
問
や
思
想
の
自
由
と
同
義
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
の
後
、
中
世
に
入
る
と
欧
米
で
は
自
由
七
科
に
哲
学

を
加
え
た
教
養
教
育
が
大
学
で
浸
透
し
、
現
在
に
至
る
ま
で
ほ
ぼ

同
じ
枠
組
み
が
保
た
れ
て
い
ま
す
。

新
渡
戸
稲
造
が
唱
え
た
道
徳
と
礼
節

森
本
日
本
と
欧
米
の
あ
い
だ
で
、
教
養
教
育
と
専
門
教
育
に

対
す
る
見
方
が
逆
転
し
て
い
る
の
は
じ
つ
に
不
思
議
で
す
。
そ
の

理
由
に
つ
い
て
、
藤
原
先
生
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
で
す
か
。

藤
原
明
治
維
新
以
降
、
我
が
国
で
は
列
強
に
必
死
に
追
い
つ

こ
う
と
殖
産
興
業
が
重
視
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
結
果
、
短
期
的
に

成
果
が
み
え
る
教
育
ば
か
り
が
重
宝
さ
れ
、
教
養
教
育
が
次
第
に

疎お
ろ
そか
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

日
本
に
は
元
来
、
教
養
の
中
核
を
成
す
道
徳
の
精
神
が
存
在
し

ま
し
た
。
十
九
世
紀
に
活
躍
し
た
イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
エ
ド
ウ
ィ

ン
・
ア
ー
ノ
ル
ド
は
、
一
八
八
九
年
に
来
日
す
る
と
日
本
人
の
礼

節
や
道
徳
、
風
景
、
芸
術
の
水
準
の
高
さ
を
目ま

の
当
た
り
に
し
、

「
地
上
で
天
国
あ
る
い
は
極
楽
に
最
も
近
い
国
だ
」
と
称
賛
し
て

い
ま
す
。
し
か
し
信
じ
難
い
こ
と
で
す
が
、
当
時
の
日
本
の
新
聞

は
ア
ー
ノ
ル
ド
の
言
葉
に
批
判
的
で
し
た
。
日
本
の
旧
来
的
な
要

素
に
し
か
目
を
向
け
て
お
ら
ず
、
明
治
の
工
業
発
達
の
成
果
を
み
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て
い
な
い
と
い
う
の
が
理
由
で
す
。
私
な
ら
卒そ

つ

倒と
う

し
て
し
ま
い
そ

う
な
嬉
し
い
言
葉
を
ア
ー
ノ
ル
ド
が
残
し
て
く
れ
た
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
世
論
は
冷
や
や
か
だ
っ
た
の
で
す
。
当
時
か
ら
す
で
に
、

欧
米
の
風
潮
に
流
さ
れ
た
日
本
で
は
道
徳
や
礼
節
、
教
養
を
軽
視

す
る
傾
向
が
萌ほ
う

芽が

し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。

森
本
な
る
ほ
ど
。
問
題
の
根
源
は
、
明
治
維
新
以
降
の
成
長

至
上
主
義
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
す
ね
。

藤
原
森
本
先
生
が
学
長
を
務
め
る
東
京
女
子
大
学
の
初
代
学

長
は
、
私
が
尊
敬
す
る
新
渡
戸
稲
造
先
生
で
す
。
彼
も
著
書
『
武

士
道
（
Bushido
:
T
he
Soul
of
Japan）』
で
日
本
人
が
培

つ
ち
か

っ
た
道
徳
と
礼
節
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
よ
う
に
、
武
士
道
精
神

と
は
何
も
武
士
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
人
の
あ
い

だ
に
連
綿
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
正
義
感
や
名
誉
、
惻そ

く

隠い
ん

（
憐

あ
わ
れ

み
・
同
情
）、
情
緒
な
ど
は
、
歌
舞
伎
や
浄
瑠
璃
、
能
や
狂
言
を

通
じ
て
、
江
戸
時
代
に
は
庶
民
に
ま
で
根
づ
い
て
い
ま
し
た
。

武
士
道
精
神
を
英
語
で
世
界
に
伝
え
た
新
渡
戸
先
生
の
功
績
は

紛ま
ぎ

れ
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
半
面
、
彼
は
一
九
〇
六
年
に
第
一
高

等
学
校
（
東
京
大
学
教
養
学
部
の
前
身
）
の
校
長
に
就
任
し
て
以

降
、
西
洋
的
な
教
育
を
推
進
し
て
日
本
人
を
武
士
道
か
ら
遠
ざ
け

る
一
因
を
自
ら
つ
く
っ
て
し
ま
っ
た
。
南
部
藩
士
の
家
に
生
ま
れ

た
新
渡
戸
先
生
に
と
っ
て
は
、
武
士
道
精
神
は
親
か
ら
教
わ
る
当

た
り
前
の
徳
目
で
あ
り
、
わ
ざ
わ
ざ
学
校
で
教
え
る
必
要
は
な
い

と
考
え
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

明
治
生
ま
れ
と
い
っ
て
も
、
生
ま
れ
が
明
治
二
十
年
（
一
八
八

七
年
）
以
前
か
以
後
か
で
考
え
方
が
か
な
り
異
な
り
ま
す
。
幕
末

か
ら
明
治
初
め
に
か
け
て
生
ま
れ
た
夏
目
漱
石
や
森
鷗お

う

外が
い

、
西
田

幾き

多た

郎ろ
う

な
ど
は
武
士
道
精
神
を
重
ん
じ
て
お
り
、
日
本
の
国
柄
に

敏
感
で
し
た
。
一
方
で
明
治
二
十
年
前
後
に
生
ま
れ
た
和
⁋
哲
郎

や
芥
川
龍
之
介
、
志
賀
直
哉
な
ど
は
欧
米
の
思
想
に
傾け

い

倒と
う

し
ま
し

た
。
一
高
で
新
渡
戸
先
生
の
謦け

い

咳が
い

に
接
し
た
人
び
と
が
主
と
な
っ

て
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
牽け

ん

引い
ん

し
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
の
教
養

の
中
核
た
る
武
士
道
精
神
か
ら
離
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
彼
ら
が

素
晴
ら
し
い
功
績
を
残
し
た
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
日
本
が
誇
る

武
士
道
精
神
が
等と

う

閑か
ん

に
付
さ
れ
て
い
っ
た
の
は
い
か
に
も
残
念
な

こ
と
で
す
。

森
本
新
渡
戸
先
生
に
関
し
て
は
、
台
湾
総
督
府
の
技
師
と
し

て
、
同
地
の
殖
産
興
業
発
展
に
寄
与
し
た
功
績
も
語
ら
れ
ま
す
。

た
だ
し
研
究
者
の
あ
い
だ
で
は
、
そ
の
働
き
に
つ
い
て
賛
否
両
論
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が
あ
る
よ
う
で
す
。
植
民
地
主
義
に
反
対
し
て
お
き
な
が
ら
、
自

ら
は
そ
の
政
策
に
加
担
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
批
判
が

あ
る
の
で
す
。

藤
原
た
し
か
に
、
新
渡
戸
先
生
の
弟
子
で
あ
る
矢や

内な
い

原は
ら

忠た
だ

雄お

先
生
（
東
京
大
学
総
長
）
は
、
植
民
地
主
義
に
猛
反
対
し
て
い
ま

し
た
か
ら
ね
。
新
渡
戸
先
生
に
関
し
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
評
価
が
あ

る
で
し
ょ
う
が
、
日
本
人
の
礎

い
し
ず
えを
成
す
武
士
道
精
神
を
世
界
に
広

め
た
側
面
は
、
断
固
と
し
て
評
価
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

大
学
教
育
の
目
的
は
民
主
的
な
市
民
の
形
成

森
本
藤
原
先
生
が
強
調
さ
れ
る
「
品
格
」
は
、
私
の
言
葉
で

は
「
礼
節
」
に
当
た
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
リ

ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
の
目
的
に
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
今
日
の
大
学

の
意
義
は
、
学
者
や
専
門
家
を
育
て
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

大
学
教
育
が
一
般
化
し
た
時
代
に
、
そ
も
そ
も
学
部
教
育
だ
け
で

専
門
家
に
な
れ
る
は
ず
が
な
い
。
で
は
大
学
教
育
の
主
な
目
的
は

何
か
。
そ
れ
は
民
主
的
な
市
民
を
つ
く
る
こ
と
で
す
。
民
主
主
義

社
会
で
は
多
様
な
意
見
が
存
在
す
る
た
め
、
自
分
と
異
な
る
意
見

を
す
べ
て
否
定
し
て
い
た
の
で
は
共
存
で
き
ま
せ
ん
。
現
在
の
情

勢
に
重
ね
て
も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ

戦
争
に
つ
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
立
場
や
意
見
が
あ
り
ま
す
。

拙
著
『
不
寛
容
論
』（
新
潮
選
書
）
に
書
い
た
こ
と
で
す
が
、

た
と
え
相
手
と
見
解
が
違
っ
て
も
礼
節
を
保
ち
、
冷
静
に
話
し
合

う
た
め
に
は
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
教
育
が
不
可
欠
で
す
。
聞
い
て

共
感
す
る
力
、
自
分
の
考
え
を
批
判
的
に
検
討
す
る
力
、
そ
し
て

相
手
に
わ
か
る
よ
う
に
自
分
を
表
現
す
る
力
。
そ
れ
ら
が
な
け
れ

ば
、
民
主
的
社
会
な
ん
て
簡
単
に
壊
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
世
界
で

権
威
主
義
が
横
行
す
る
い
ま
こ
そ
、
民
主
的
な
市
民
の
育
成
を
め

ざ
す
教
育
が
必
要
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

藤
原
民
主
主
義
に
お
け
る
教
養
と
い
う
文
脈
で
は
、
十
九
世

紀
フ
ラ
ン
ス
の
政
治
思
想
家
ア
レ
ク
シ
・
ド
・
ト
ク
ヴ
ィ
ル
の
話

を
思
い
出
し
ま
す
。
彼
は
十
九
世
紀
初
頭
に
ア
メ
リ
カ
を
旅
し
て

著あ
ら
わし
た
『
ア
メ
リ
カ
の
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
』
の
な
か
で
、
同
国
の
先

進
的
な
民
主
主
義
を
称
賛
し
つ
つ
も
、
将
来
的
に
は
大
衆
に
よ
る

世
論
の
腐
敗
が
起
こ
り
う
る
と
述
べ
て
い
る
。
ト
ク
ヴ
ィ
ル
に
い

わ
せ
れ
ば
、
当
時
の
ア
メ
リ
カ
市
民
に
は
ま
だ
礼
節
や
教
養
が
根

づ
い
て
い
な
か
っ
た
。
近
年
の
ア
メ
リ
カ
で
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の

蔓ま
ん

延え
ん

が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
状
況
を
ト
ク
ヴ
ィ
ル
は
二
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百
年
も
前
か
ら
洞
察
し
て
い
た
わ
け
で
す
。

英
語
教
育
以
前
に
国
語
力
を
つ
け
よ

森
本
教
養
や
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
と
い
う
と
、
し
ば
し
ば
「
グ

ロ
ー
バ
ル
に
戦
え
る
人
材
を
育
て
る
必
要
が
あ
る
」「
だ
か
ら
こ

そ
英
語
教
育
が
大
事
だ
」
と
い
う
議
論
が
交か

わ
さ
れ
ま
す
ね
。
も

ち
ろ
ん
、
大
前
提
と
し
て
英
語
を
学
ぶ
こ
と
は
大
切
で
す
。
ゲ
ー

テ
が
「
一
つ
の
言
語
し
か
知
ら
な
い
人
は
ど
の
言
語
も
知
ら
な

い
」
と
い
う
言
葉
を
残
し
た
よ
う
に
、
多
言
語
に
触
れ
る
こ
と
は

異
質
な
価
値
観
に
接
す
る
こ
と
で
あ
り
、
他
者
へ
の
理
解
に
も
つ

な
が
り
ま
す
。

し
か
し
私
は
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
幼
少
期
か
ら
の
英
語
教
育
に
は

反
対
な
ん
で
す
。
英
語
を
勉
強
す
る
こ
と
自
体
は
否
定
し
な
い
け

れ
ど
も
、
そ
れ
は
二
の
次
、
三
の
次
で
い
い
。
そ
れ
よ
り
も
優
先

す
べ
き
は
、
日
本
語
が
母
語
な
ら
、
そ
の
母
語
で
「
考
え
る
力
」

を
養
う
こ
と
で
す
。
小
さ
い
こ
ろ
か
ら
日
本
語
の
本
を
読
み
書
き

し
て
思
考
を
深
め
る
時
間
が
何
よ
り
も
重
要
だ
と
思
い
ま
す
ね
。

藤
原
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
。
初
等
教
育
で
英
語
を
教
え
始
め

た
の
が
最
悪
の
間
違
い
で
す
。
幼
少
・
児
童
期
は
、
思
考
力
と
と

も
に
人
間
に
と
っ
て
最
も
大
切
な
情
緒
を
培
う
う
え
で
重
要
な
時

期
で
す
。
絵
本
や
童
話
、
小
説
や
詩
を
読
ん
で
、
心
を
揺
さ
ぶ
ら

れ
た
り
、
涙
を
流
し
た
り
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
英
語
な
ど
に
は

脇
目
も
振
ら
ず
に
ひ
た
す
ら
情
緒
を
吹
き
入
れ
る
べ
き
で
す
。
こ

の
二
度
と
得
ら
れ
な
い
時
期
を
外
国
語
の
教
育
な
ど
に
費つ
い

や
し
て

い
て
は
、
教
養
な
ど
育
つ
わ
け
が
あ
り
ま
せ
ん
。

森
本
母
語
は
「
思
考
の
言
語
」
で
す
。
ど
ん
な
に
英
語
の
会

話
が
上
手
に
な
っ
て
も
、
自
分
の
頭
の
中
に
な
い
も
の
を
し
ゃ
べ

る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
母
語
の
能
力
以
上
に
外
国
語
で
話
す
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
か
ら
。

藤
原

以
前
に
著
し
た
『
祖
国
と
は
国
語
』（
新
潮
文
庫
）
の

題
名
が
私
の
一
貫
し
た
持
論
で
す
。
昨
今
の
話
で
い
え
ば
、
ロ
シ

ア
軍
に
制
圧
さ
れ
た
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
東
部
地
域
で
は
、
す
で
に
ロ

シ
ア
語
教
育
が
始
ま
っ
て
い
る
と
聞
き
ま
す
。
母
語
を
奪
う
こ
と

は
、
あ
る
意
味
で
は
領
土
を
奪
う
よ
り
も
残ざ

ん

酷こ
く

な
行
為
で
す
。
領

土
と
は
違
い
、
子
ど
も
の
頭
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
言
葉
は
元
に
は

戻
り
ま
せ
ん
。

国
語
力
は
国
防
に
も
関
わ
り
ま
す
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
英
語

教
育
へ
の
偏
重
を
は
じ
め
、
な
ぜ
日
本
の
学
校
教
育
は
進
ん
で
欧

22



米
流
に
染
ま
ろ
う
と
し
続
け
て
い
る
の
か
。
文
科
省
と
い
う
よ
り

も
財
界
が
元
凶
で
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
企
業
戦
士
を
求
め
る
財
界

と
経
産
省
の
思
惑
が
一
致
し
、
結
託
し
て
政
府
の
教
育
方
針
に
影

響
を
及
ぼ
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

森
本
グ
ロ
ー
バ
ル
な
交
渉
の
場
に
立
っ
た
と
き
、
英
語
が
上

手
け
れ
ば
首
尾
よ
く
進
む
か
。
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
み
ら
れ
て
い
る
の
は
人
間
と
し
て
信
頼
で

き
る
か
ど
う
か
で
す
。
交
渉
相
手
が
契
約
書
の
裏
を
か
い
て
ご
ま

か
し
た
り
噓
を
つ
い
た
り
す
る
よ
う
な
人
間
か
ど
う
か
。
英
語
が

話
せ
る
に
越
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
う
え
で
大
事
な

の
は
、
そ
の
人
が
人
間
と
し
て
信
頼
で
き
る
か
ど
う
か
で
す
。

藤
原
生
前
の
岡
崎
久
彦
さ
ん
（
元
駐
タ
イ
大
使
）
に
「
外
交

官
と
し
て
最
終
的
に
大
事
な
も
の
は
何
で
す
か
」
と
尋
ね
た
ら
、

言
下
に
「
教
養
と
人
間
性
」
と
答
え
て
い
ま
し
た
よ
。

森
本
ま
さ
に
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
で
す
ね
。

藤
原
私
が
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
で
教
え
て
い
た
と
き
も
、
同

僚
や
学
生
の
文
系
・
理
系
を
問
わ
な
い
教
養
の
厚
み
に
驚
い
た
こ

と
が
多
々
あ
り
ま
す
。
フ
ィ
ー
ル
ズ
賞
を
受
賞
し
た
ジ
ョ
ン
・

Ｇ
・
ト
ン
プ
ソ
ン
教
授
は
、
初
対
面
で
開
口
一
番
、「
三
島
由
紀

夫
の
切
腹
と
夏
目
漱
石
の
『
こ
こ
ろ
』
に
出
て
く
る
先
生
の
自
殺

の
関
係
は
」
と
私
に
尋
ね
て
き
ま
し
た
（
笑
）。

森
本

な
ん
と
（
笑
）。
し
か
も
、
こ
れ
が
数
学
者
同
士
の
会

話
と
い
う
か
ら
、
い
や
は
や
驚
き
で
す
。
英
語
を
学
ぶ
以
前
に
国

語
や
日
本
の
文
化
、
歴
史
に
つ
い
て
の
見
識
も
深
め
て
い
な
い
と

「
グ
ロ
ー
バ
ル
人
材
」
と
は
と
う
て
い
い
え
ま
せ
ん
ね
。

デ
ジ
タ
ル
本
に
は
な
い
、印
刷
物
の
価
値

藤
原
も
う
一
つ
、
政
府
の
教
育
政
策
の
大
き
な
過あ

や
まち
を
指
摘

す
る
と
、
デ
ジ
タ
ル
教
育
を
推
進
し
て
い
る
点
で
す
。
こ
れ
も
世

界
の
潮
流
を
後
追
い
す
る
財
界
の
思
惑
が
背
後
に
あ
る
は
ず
で

す
。
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
（
学
習
到
達
度
調
査
）
な
ど
を
通
し
、
デ
ジ
タ
ル

教
育
を
推
進
す
る
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
は
日
本
語
で
「
経
済
協
力
開
発
機

構
」。
つ
ま
り
、
発
祥
か
ら
し
て
経
済
に
奉
仕
す
る
た
め
の
機
関

で
あ
り
、
財
界
と
親
し
い
の
は
当
然
で
す
。

教
科
書
を
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
な
ど
に
頼
っ
て
い
て
は
、
教
養
に

と
っ
て
最
も
大
切
な
「
本
へ
の
親
し
み
」
が
、
子
ど
も
た
ち
か
ら

ま
す
ま
す
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
読
書
量
が
減
れ
ば
、
読
解
力
や
思

考
力
は
確
実
に
衰
退
し
ま
す
。
私
は
印
刷
物
の
匂
い
フ
ェ
チ
で
、
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小
学
生
の
こ
ろ
は
新
学
期
に
新
し
い
教
科
書
を
も
ら
う
と
、
必
ず

ク
ン
ク
ン
嗅か

い
で
い
た
も
の
で
す
よ
。
音
読
の
最
中
ま
で
匂
い
に

熱
中
す
る
あ
ま
り
、
陸
軍
上
が
り
の
教
師
に
「
何
や
っ
て
ん
だ
、

バ
カ
ヤ
ロ
ー
」
と
叱
ら
れ
ま
し
た
（
笑
）。

森
本
そ
れ
は
凄
い
（
笑
）。

藤
原
匂
い
や
手
触
り
が
あ
る
か
ら
こ
そ
記
憶
に
残
り
、
昔
の

思
い
出
が
ま
ざ
ま
ざ
と
甦

よ
み
が
えっ
て
く
る
。
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
の
教
育

で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
す
。

森
本
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
要
す
る
に
物
理
的
な
存
在
自
体

が
大
事
な
ん
で
す
よ
ね
。
デ
ジ
タ
ル
本
は
ど
こ
で
も
読
め
て
物
理

的
な
制
約
が
な
く
、
た
し
か
に
利
便
性
は
高
い
。
し
か
し
、
人
間

に
と
っ
て
本
当
に
重
要
な
の
は
、
む
し
ろ
不
便
さ
や
限
定
性
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
人
間
は
寿
命
が
あ
る
有
限
な
存
在

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
自
分
の
限
界
を
知
る
し
、
自
己
を
認
識
で
き

る
。
そ
し
て
、
限
界
の
外
に
は
何
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
想
像
を
巡

ら
す
わ
け
で
す
。
本
だ
っ
て
、
手
元
に
な
く
て
不
便
だ
と
思
っ
て

も
、
そ
の
不
在
性
が
想
像
力
を
刺
激
し
て
新
た
な
つ
な
が
り
や
展

開
を
示し

唆さ

し
て
く
れ
る
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

藤
原
デ
ジ
タ
ル
本
で
何
を
読
ん
だ
の
か
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ

の
な
か
に
一
覧
と
し
て
残
る
け
れ
ど
も
、
人
間
の
記
憶
に
残
り
づ

ら
い
。
一
方
で
本
棚
の
書
物
は
、「
こ
の
表
紙
の
色
が
印
象
深
い
」

「
あ
の
と
き
読
み
込
ん
で
い
た
汚
れ
や
傷
が
あ
る
」
と
い
う
具
合

に
、
一
冊
ご
と
に
付
随
し
た
物
語
が
あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
忘
れ
な

い
の
で
す
。

森
本
匂
い
や
手
触
り
、
も
し
く
は
友
人
や
恋
人
と
貸
し
借
り

し
た
際
に
残
っ
た
書
き
込
み
が
、
多
く
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
ま

す
。
あ
る
い
は
藤
原
先
生
の
著
作
を
読
み
な
が
ら
書
き
込
ん
で
、

本
の
内
容
と
自
分
の
考
え
を
比
較
す
る
。
こ
う
し
た
リ
ア
ル
な
営

み
こ
そ
が
、
人
間
の
想
像
力
や
情
緒
、
ひ
い
て
は
ク
リ
エ
イ
テ
ィ

ビ
テ
ィ
の
源
泉
と
な
る
は
ず
で
す
。

人
間
特
有
の
情
緒
と
美
的
感
覚

藤
原
世
界
に
冠
た
る
日
本
の
数
学
者
・
岡お

か

潔き
よ
しは
、
数
学
の
難

問
を
解
く
た
め
に
必
要
な
の
は
「
情
緒
力
」
だ
と
断
言
し
ま
し

た
。
彼
は
多
変
数
解
析
関
数
の
分
野
に
お
け
る
世
界
の
三
大
問
題

を
す
べ
て
独
力
で
解
き
明
か
し
た
天
才
で
、
世
界
の
数
学
者
が

「
オ
カ
キ
ヨ
シ
」
と
は
一
人
で
は
な
く
、
数
学
者
の
集
団
で
は
な

い
か
と
思
っ
た
ほ
ど
の
人
物
で
す
。
そ
の
岡
が
三
大
問
題
に
挑
戦
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す
る
前
に
ま
ず
取
り
組
ん
だ
の
は
、
数
学
で
は
な
く
蕉

し
よ
う

門も
ん

（
俳

人
・
松
尾
芭
蕉
の
門
流
）
の
俳
諧
の
研
究
で
し
た
。
常
人
に
は
理

解
し
難
い
発
想
で
す
が
、
情
緒
の
力
な
く
し
て
三
大
問
題
は
解
け

な
い
と
直
観
し
た
の
で
し
ょ
う
。「
わ
び
さ
び
」
や
「
も
の
の
あ

わ
れ
」
を
探
求
す
る
こ
と
が
世
界
的
偉
業
に
つ
な
が
っ
た
わ
け

で
、
私
た
ち
は
岡
の
姿
勢
か
ら
多
く
を
学
ぶ
べ
き
で
す
。

森
本
数
学
者
は
や
は
り
特
別
と
い
う
か
、
じ
つ
に
斬
新
奇
抜

で
す
ね
。本
当
の
飛
び
抜
け
た
天
才
だ
け
に
開
か
れ
る
世
界
で
す
。

藤
原
数
学
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
論
理
よ
り
も
美
を
発
見

す
る
感
受
性
な
ん
で
す
。
正
し
い
解
法
は
つ
ね
に
シ
ン
プ
ル
で
美

し
い
。
三
角
形
の
内
角
の
和
が
一
八
〇
度
と
い
う
定
理
は
、
た
と

え
地
球
が
滅ほ

ろ

ぼ
う
と
変
わ
ら
な
い
。

こ
の
真
理
を
み
つ
け
る
美
的
感
覚
は
人
間
固
有
の
も
の
で
、
Ａ

Ｉ
（
人
工
知
能
）
に
は
決
し
て
備
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
森

本
先
生
が
人
間
の
有
限
性
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
が
、
す
べ
て
の

人
は
永
遠
に
生
き
ら
れ
ず
、
死
と
い
う
限
定
を
抱
え
て
い
る
こ
と

が
、
悲
し
み
や
怖
れ
、
は
か
な
さ
な
ど
情
緒
の
根
源
で
す
。
と
こ

ろ
が
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
は
情
緒
が
な
い
か
ら
、
い
く
ら
計
算
能
力

が
高
く
て
も
数
学
的
な
発
見
は
で
き
ま
せ
ん
。

森
本
な
る
ほ
ど
。
今
後
い
く
ら
技
術
が
発
達
し
て
も
、
Ａ
Ｉ

に
は
数
学
的
な
新
発
見
は
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

藤
原
無
理
だ
と
思
い
ま
す
。
Ａ
Ｉ
に
無
数
の
俳
句
は
つ
く
れ

て
も
、
最
も
優
れ
た
一
句
を
選
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。
情
緒
が
求

め
ら
れ
る
数
学
は
ま
さ
に
ア
ー
ト
で
あ
り
、
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ
が

求
め
ら
れ
る
学
問
と
い
え
る
で
し
ょ
う
ね
。

森
本
私
の
専
門
で
あ
る
神
学
は
、
じ
つ
は
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

に
と
っ
て
重
要
な
「
批
判
す
る
力
」
に
直
結
す
る
学
問
で
す
。
神

学
と
は
教
会
の
教
義
を
批
判
的
に
見
直
す
営
み
で
す
か
ら
、
教
会

は
む
し
ろ
疑
惑
の
目
を
向
け
て
い
ま
し
た
。
そ
う
い
う
緊
張
関
係

が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
大
学
と
い
う
制
度
が
確
立
し
、
学
問
が
進

ん
だ
の
で
す
。
宗
教
を
学
ぶ
と
、
そ
の
国
の
思
想
の
根
源
を
つ
か

む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
た
と
え
ば
ア
メ
リ
カ
を
批
判
す
る
に
は
、

そ
の
国
の
キ
リ
ス
ト
教
を
批
判
す
る
歴
史
的
視
点
が
不
可
欠
で

す
。
現
在
な
ら
、
と
く
に
プ
ー
チ
ン
大
統
領
を
無
批
判
に
支
持
す

る
ロ
シ
ア
正
教
会
を
ど
う
理
解
す
る
か
が
非
常
に
重
要
で
す
。

現
在
の
よ
う
な
危
機
の
時
代
だ
か
ら
こ
そ
、
ど
の
学
問
を
学
ぶ

か
で
は
な
く
、「
誰
が
ど
う
学
ぶ
か
」
と
い
う
リ
ベ
ラ
ル
ア
ー
ツ

の
本
質
と
真
価
が
問
わ
れ
る
は
ず
で
す
。
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