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◇書 評◇

Lisa1Rmeyama,
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山 崎 吾 郎

本
書
は
、
ア
メ
リ
カ
で
活
躍
す
る
人
類
学
者
リ
サ

・
ヨ
ネ
ヤ
マ
に
よ
る
、
ヒ

ロ
シ
マ
の
過
去

の
痕
跡
を
描
く
民
族
誌
で
あ
る
。
今
日
、
ヒ
ロ
シ
マ
に
つ
い
て

私
た
ち
が
手
に
入
れ
る
こ
と
の
で
き
る
過
去
は
、
、ど
の
よ
う
な
歴
史
の
軌
跡
が

作
り
出
し
た
も

の
で
あ
る
の
か
、・
ま
た
ヒ
ロ
シ

マ
の
記
憶
は
戦
後
の
世
界
を
ど

の
よ
う
に
形
づ
く
っ
て
い
る
の
か
。
そ
の
解
明
が
、
本
書
に
収
め
ら
れ
た
六

つ

の
章
に
お
い
て

一
貫
し
て
論
じ
ら
れ
る
テ
ー
マ
で
あ
る
。

「
ヒ
ロ
シ
マ
の
過
去
の
痕
跡
を
描
く
こ
.と
」
は
、
単
に
ヒ
ロ
シ
マ
の
歴
史
を

描
く
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
む
し
ろ
、
痕
跡

(葺
9⊃O
Φ
ω)
」と

い
う
言
葉
に
込

め
ら
れ
た
独
特
の
意
味
は
、
本
書
を
特
徴
づ
け
る
と
と
も
に
、
重
要
な
概
念
と

し
て

「記
憶
」
を
提
示
し
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
記
憶

の
中
に
存
在
す
る
過
去

の

痕
跡
は
断
片
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
多
層
な
構
造
を
持

つ
も
の
で
あ
る
と

い
う
、

過
去
に
つ
い
て
の
著
者
の
認
識
で
あ
る
つ
こ
う
し
た
認
識
に
お

い
て
著
者
は
記

憶
と
歴
史
を
対
立
的
に
と
ら
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
が
ハ
記
憶
と

い
う
概
念

を
用
い
る
こ
と
で
次

の
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
似
す
な
わ
ち

「過
去
が
表
象

以
前
に
内
在
的

・
決
定
的
意
味
を
持

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
歴

史
的
現
実
も
、
与
え
ら
れ
た
表
象
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
意
味
生
成
作
用
に
よ
る
媒

介
や
再
構
築
な
し
に
ば

入
手
可
能
で
な

い
阪
、}。

こ
の
よ
う
な
著
者

の
記
憶
観
は
、
欧
米
の
記
憶
の
理
論
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大

」き

い
。
,と
り
わ
け
、
ア
ド
ル
ノ
丶
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
そ
し
て
フ
ー
コ
・i
の
業
績
が

直
接

・
間
接
に
参
照
さ
れ
、
本
書
に
興
味
深

い
論
点
と
理
論
的
骨
格
を
も
た
ら
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し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、
著
者

の
強
調
す
る
記
憶
の
領
域
横
断
的
な
研
究
に

と

っ
て
も
、
こ
う
し
た
幅
広

い
研
究
成
果
の
参
照
が
本
書
の
議
論
を
魅
力
的
な

も

の
に
す
る
理
由
の
ひ
と

つ
に
な

っ
て
い
る
と

い
え
る
。
以
下
に
、
本
書
の
内

容
を
概
観
し
な
が
ら
い
く

つ
か
の
興
味
深
い
論
点
を
検
討
し
て
み
た
い
。

皿

本
書
は
三
つ
の
部
分
に
分
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
関
連
づ
け
ら
れ
た
六
つ
の
章
か

・

ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

第

一
部
に
収
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第

一
章

.、日
9
巳
晨

葺
Φ
ζ
Φ
ヨ
o
曼
ωo碧
Φ..

お
よ
び
第
二
章

..ζ
Φヨ
o吋δ
④
づ
男
三
房
"、
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
記
憶
の
地
図
作
成

と

い
う
主
題
が
論
じ
ら
れ
る
。
最
近
二
十
年
間
に
広
島
市
が
過
去
と
向
き
合
う

中
で
取

っ
て
き
た
空
間
に
つ
い
て

の
戦
略
を
取
り
上
げ
、
.都
市

の
再
開
発
や
観

光
計
面
が
ヒ
ロ
シ
マ
の
過
去
に
つ
い
て
の
言
説
を
正
当
化
し
、
固
定
し
て
き
た

こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。

と
り
わ
け
第

一
章
で
は
、
都
市
景
観

の
再
構
成
が
、
ヒ
ロ
シ
マ
の
歴
史
と
杜

会
に
新
し

い
知
識
や
意
識
を
も
た
ら
す
点
が
考
察
さ
れ
る
。
過
去
を
忘
れ
る
こ

と

へ
の
戒
め
と
同
時
に
、
ヒ
ロ
シ

マ
が

「死
の
場
所
」
か
ら
回
復
し
、
「明
る
い
」

イ
メ
ー
ジ
を
切
望
し
て
い
る
こ
ど
。
そ
れ
は
都
市
空
間
の
再
構
成
計
画
に
織
り

込
ま
れ
、
平
和
と
繁
栄
を
象
徴
す

る
主
題
を
作
り
出
し
て
い
く
。
し
か
し
空
間

の
も
つ
力
は
、
私
た
ち
に
物
事
の
あ
る
側
面
を
見
せ
る
と
同
時
に
、
ま
た
隠
蔽

す
る
作
用
を
も
も
た
ら
す
の
で
あ

る
。
空
間
は
㍉
誰
の
経
験
が
、
い
つ
、
ど
こ

で
、
ど

の
よ
う
に
し
て
思
い
出
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
を
規
定
す
る
こ
と
で
、
記

憶
す
る
こ
と
の
適
切
な
範
囲
を
決
め
て
い
る
の
だ
と
著
者
は
論
ず
る
。

第
二
章
で
は
原
爆
に
よ
る
崩
壊
を
免
れ
た
建
物

の
う
ち
、
数
十
年

の
間
さ
ま

ざ
ま
な
形
態
で
保
存
さ
れ
て
き
た
三
つ
の
建
造
物
の
保
存
運
動
に
焦
点
が
当
て

ら
れ
る
。
壊
れ
か
け
た
建
物
や
薄
汚
れ
た
建
造
物
が
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
や
イ
メ
ー
ジ
、
ま
た
、
原
爆
の
被
害
を
か
ろ
う
じ
て
免
れ
た
建
物
を
保

存
し
よ
う
と
す
る
努
力
の
中
に
は
、
矛
盾
し
た
意
識
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
。

一
方
で
は
、
過
去
を
あ
り
あ
り
と
保
存
し
た
い
と
い
う
願
望
。
そ

し
て
ま
た

一
方
で
、
そ
の
過
去
を
い
わ
ば
払
拭
す
る
よ
う
に
し
て
明
る
い
イ
メ

ー
ジ
を
描
こ
う
と
す
る
都
市
計
画
。
建
築
物

の
保
存
運
動
は
、
過
去
の

「過
去

性

(9
ω窪
Φの
の)」
が
認
識
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
,

る
。次

に
、
第
二
部
に
は
第
三
章

.、○
昌
↓
Φ
ω二
∋
〇
三
巴

勺
蕁
9
8
Φ
ω.、
と
第
四
章

.、ζ
⇒
Φ3
0
旺
o
U
①
8
舞
、.が
収
め
ら
れ
、
こ
こ
で
は
ヒ
ロ
シ
マ
の
原
爆
被
害
に
お

け
る
生
存
者
の
証
言
活
動
が
分
析
さ
れ
る
。
自
身
の
体
験
、
人
生
経
験
を
公
に

語
る
彼
ら
の
活
動
は
、
過
去

へ
の
案
内
人
と
し
て
重
要
な
役
割
を
担

っ
て
い
る

と

い
え
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
研
究
者
が
こ
れ
ら
被

爆
者
の
語
り
を
社
会
的
、
歴
史
的
、
心
理
学
的
に
考
察
し
て
き
た
の
だ
が
、
そ

う
し
た
研
究
は
主
と
し
て
被
爆
体
験
の
描
写
や
被
爆
体
験
の
心
理
的
影
響
の
分

析
で
あ

っ
た
と
著
者
は
述
べ
る
。
そ
れ
に
対
し
本
書
で
は
、
生
存
者
の
証
言
活

動
の
社
会
的
広
が
り
や
、
証
言
の
寓
意
的
に
拡
張
さ
れ
た
性
格
が
考
察
さ
れ
、
・

こ
れ
ま
で
に
な
い
証
言
論
が
展
開
さ
れ
る
。

第
三
章
で
は
、
生
存
者
に
と

っ
て
の

「被
爆
者
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ

ィ
が
、
目
撃
者
、
語
り
部
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
受
け
入
れ
は
じ
め
る

こ
と
で
複
雑
に
な

っ
て
い
く
様
子
が
、
「被
爆
者
」
と
い
う
制
度
や
デ
ィ
ス
ク
i

120



ル
の
観
点
か
ら
分
析
さ
れ
る
。
こ
こ

で
は
原
爆
の
直
接
体
験
が
、
個
人
の
人
生

に
お
け
る
孤
独
な
体
験
と
し
て
で
は
な
く
、
社
会
に
密
接
に
埋
め
込
ま
れ
た
体

験
と
し
て
と
ら
え
な
お
し
て
い
く
様
が
考
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
の
中
で
、
証

言
が
証
言
と
し
て
過
去
の

「真
実
」
を
語
り
う
る
よ
う
に
な
る
過
程
が
と
ら
え

ら
れ
る
⑩

続
く
第
四
章
で
は
、
証
言
者
の
語
り
が
、
物
理
的
な
都
市
計
画
だ
け
で
な
く

多
方
面
に
わ
た
り
同
時
に
作
用
し
て
い
く
あ
り
方
が
、
五
名
の
証
言
者
の
語
り

を
用

い
て
提
示
さ
れ
る
。

第
三
部
に
収
め
ら
れ
た
第
五
章

沸.国
夢
巳
o
碧
画
O
oδ
艮
巴
ζ
Φ
ヨ
9

Φ
凱
日
『
Φ

閑
oお
9。
⇒
>
8
ヨ
切
o
ヨ
σ
ζ
σ
ヨ
oユ
9
一.、
と
第
六
章

.づ
0
2
≦
母

勹
Φ
8
Φ
9
包

昏
Φ

「
Φ
巨
三
N
9。
けδ
p
o
{
ζ
①
日
o
亳
"、で
は
、
想
起
と

い
う
行
為
が
戦
後
の
世
界
情
勢

の
中
で
ど
の
よ
う
な
倫
理
、
あ
る

い
は
ジ

ェ
ン
ダ
ー
化
さ
れ
た
身
体
を
作
り
出

す
か
と

い
う
点
が
論
じ
ら
れ
る
。

特

に
第
五
章
で
は
韓
国
に
対
す
る

日
本
の
植
民
地
主
義
の
記
憶
を
再
構
築
す

る
最
近
の
試
み
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
戦
後
日
本
で
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ

っ
た
在

日
韓
国

・
朝
鮮
人
の
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
に
お
け
る
経
験
が
考
察
さ
れ
る
。
著

者
に
よ
れ
ば
、
韓
国

・
朝
鮮
の
犠
牲
者
の
碑
は
、
こ
れ
ま
で
韓
国

・
朝
鮮
人
の

集
合
表
象
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き

た
ゆ
し
た
が

っ
て
、
想
起
と
い
う
行
為
は
、

必
然
的
に
記
憶
の
妥
当
性
や
所
有
者
に
つ
い
て
の
問
題
を
含
ん
で
も
い
る
の
だ
。

第
六
章
で
は
、
戦
前
と
戦
後

の
問
に
生
じ
た
変
化
と
持
続
が
記
憶
に
も
た
ら
す

影
響
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
る
。
日
本

国
家
の
公
的
な
性
格
が
、
戦
前
の
軍
国
主

義
か
ら
戦
後
の
平
和
を
愛
す
る
民
主
的
国
家

へ
と
変
わ

っ
て
い
っ
た
こ
と
は
、

し
ば
し
ば
男
性
的
な
勇
敢
さ
か
ら
女
性
的
な
無
垢
な
国
家

へ
の
変
容
と
し
て
描

か
れ
る
と
著
者
は
い
う
。
で
は
、
戦
後

の
政
治
制
度
に
お
け
る
日
本
の
女
性
像

の
再
構
築
に
と
も
な
い
、
日
本
の
女
性
が
過
去
を
想
起
す
る
仕
方
は
ど
の
よ
う

に
変
容
し
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
著
者
は
、
少
な
く
と
も
表
象
の
領
域
で
は
、

ジ

ェ
・ン
ダ
ー
、
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
主
体
と
し
て
の
日
本
の
女
性
は
十
分
に
戦
後
の

改
革
に
よ
っ
て
市
民
権
を
得
た
た
め
に
、
公
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
目
に
見
え

る
形
で
政
治
の
主
体
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
に
よ

っ

て
国
家
の
性
格
も
変
化
し
た
の
だ
と
い
う
。
個
人
の
記
憶
は
こ
う
し
て
集
合
的

記
憶
、
ひ
い
て
は
国
家
像
ま
で
に
も
か
か
わ

っ
て
く
る
様
子
が
描
か
れ
、
本
書

は
締
め
く
く
ら
れ
る
。

皿

本
書
は
そ
の
タ
イ
ト
ル
に
表
れ
て
い
る
と
お
り
、
ヒ
ロ
シ
マ
の
過
去
を
、
記

憶
の
痕
跡
、
そ
れ
も
記
憶
の
断
片
と
い
う
立
場
か
ら
描
い
て
い
る
た
め
、
各
章

に
関
連
が
あ
る
と
は
言
え
、
扱
う
対
象
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
す
べ
て
を
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
、
こ
こ
で
は
第
二
部
、
と
り

わ
け
第
三
章
で
述
べ
ら
れ
た
、
証
言
者
と

い
う
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が

作
り
出
す

コ
具
実
」
、
過
去
に
つ
い
て
の

「真
実
」
の
語
ら
れ
方
を
取
り
上
げ
て

論
じ
た
い
。

も
ち
ろ
ん
、
策
二
部
は
本
書
の
中
で
も
と
り
わ
け
興
味
深
い
内
容
を
含
ん
で

い
る
と
評
者
は
考
え
て
い
る
。
と

い
う
の
も
、
「語
り
部
」
や

「証
言
者
」
と
呼

ば
れ
る
人
々
は
、
今
日
ヒ
ロ
シ
マ
の
過
去
の
痕
跡
を
知
ろ
う
と
す
る
と
き
に
決

定
的
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
で
あ
ろ
う
こ
と
は
疑
い
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
、

著
者
に
よ

っ
て
示
さ
れ
る
の
は
、
い
わ
ば
証
言
者
の
語
り
が

「真
実
」
に
な
る
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の
は
い
か
な
る
権
力
関
係
に
お
い
て
な
の
か
、
と

い
う
問
い
か
け
で
あ
る
。
こ

う
し
た
問
い
は
、
こ
れ
ま
で
証
言
と

い
う
も
の
が
も

っ
て
い
た
前
提
を
ひ

っ
く

り
返
す
よ
う
な
刺
激
的
な
論
点
を
含
ん
で
い
る
。
.直
接
体
験
者
の
証
言
と
い
う

の
は
学
問
的
に
も
第

一
次
資
料
と

し
て
、
ま
た
人
類
学
と
い
う
学
問
に
お
い
て

も
聞
き
取
り
か
与
得
ら
れ
た
情
報
と

い
う
の
は
基
本
的
な
デ
ー
タ
と
し
て
、
そ

こ
か
ら
多
く
の
重
要
な
成
果
が
生

み
出
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
こ
で

の
問
い
は
知
の
基
盤
そ
れ
自
体
を
問

い
直
す
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
視
点
ど
な

っ
て
い

る
よ
う

に
思
う
。
"ヒ
ロ
シ
マ
の
過
去
に
つ
い
て

「真
実
」
を
語
る
と
い
う
こ
と

は
、
.ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
そ
こ
に
証
言
者
と

い
う
社
会
的
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
、
・ま
た
聞
く
も
の
と
語
る
も
の
の
共
犯
関
係
が
深
く
関
与
し
て
い
る
こ

と
を
著
者
は
鋭
く
論
じ
て
い
る
。

こ
こ
で
三
点
ほ
ど
評
者
の
考
え
を
述
べ
た
い
。
ま
ず

一・点
目
は
、・
こ
う
し
た

議
論
が
歴
史
相
対
主
義

へ
の
危
険
を
同
時
に
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
と

い

う
こ
と
。
な
る
ほ
ど
著
者
自
身
も
歴
史
的
事
実
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
は
な
い

と
い
う
断
り
を
し
た
上
で
議
論
を
積
み
重
ね
て
は

い
る
。
だ
が
、
過
去
に
つ
い

て
の
語
り
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
性
を
問
題
に
し
た
り
、
そ
の
社
会
的
に
構
築
さ
れ
て

い
る
と
い
う
側
面
を
積
極
的
に
描
《
と

い
う
手
法
の
中
に
は
、
最
終
的
に
そ
れ

ら
を

「政
治
」
の
問
題
に
回
収
す

る
に
は
あ
ま
り
に
大
き
な
問
題
が
残
さ
れ
て

い
る
。
そ
し
て
同
時
に
そ
こ
に
は
、
歴
史
的
事
実
と
著
者
が
呼
ぶ
も
の
の
定
義

の
曖
昧
さ
、
さ
ら
に
は
直
接
体
験

や
出
来
事
に
つ
い
て
の
考
察
の
弱
さ
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
本
書
の
欠

点
で
あ
る
と

い
う

つ
も
り
は
な
い
。
だ
が
、

簡
単
な
断
り
以
上
に
は
過
去
の
実
在
性
に
触
れ
な
い
議
論
や
、
最
終
的
に
何
人

の
証
言
者
の
語
り
を
参
照
し
た
の
か
と
い
う
デ
ー
タ
が
書
き
込
ま
れ
て
い
な
い

た
め
に
、
本
書
が
描
く
歴
史
の
中
に
は
目
的
論
的
な
性
格
が
介
入
し
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と

い
う
疑
い
を
抱
く
。
過
去
の
実
在
性
に
つ
い
て
の
哲
学
的
な
難

題
を
背
負

っ
た
ま
ま
、
そ
れ
に
折
り
合
い
を
つ
け
る
こ
と
な
く
、
権
力
関
係
か

ら
歴
史

の

「真
実
」
を
語
る
だ
け
で
は
、
根
本
的
な
問
題
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
ろ
う
。

、

二
点
目
は
、
証
三口者
の
語
る

「真
実
」
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、
「客
観
性
」

の
ぴ
と

つ
の
指
標
と
し
て
原
爆
手
帳
に
つ
い
て
の
記
述
を
取
り
上
げ
る
べ
き
で

は
な
い
か
と

い
う
点
だ
。
証
言
者
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
と

っ
て
決
定
的
に
重

要
な
事
実
の
ひ
と

っ
は
、
い
わ
ゆ
る
原
爆
手
帳

の
存
在
で
あ
る
。
被
爆
時
の
状

況
に
よ

っ
て
第

一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
分
類
さ
れ
て
配
ら
れ
る
こ
の
手
帳
の

存
在
は
、
誰
が
被
爆
者
で
あ
る
か
を

「客
観
的
に
」
示
す
重
要
な
指
標
と
し
て

機
能
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の

「客
観
的
な
分
類
」
は
、
誰
が
語
る
権
利
を

も

っ
た
人
間
で
あ
る
か
を
、
統
計
を
駆
使
し
た
社
会
政
策
に
よ

っ
て
管
理
し
、

そ
こ
で
作
ら
れ
た
語
り
を
わ
れ
わ
れ
が
聞
く
と

い
う
構
図
を
再
生
産
す
る
権
力

そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
被
爆
者
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が

カ
テ
ゴ
リ
ー
化
さ
れ
て
い
く
構
造
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
本
書
で
は
む
し
ろ
、
個

人
の
体
験
の
受
け
入
れ
方
、
体
験
を
語
る
と
い
う
行
為
の
も
た
ら
す
意
味
の
分

析
を
通
じ
て

「真
実
」
が
語
ら
れ
る
過
程
を
描

い
て
い
る
が
、
原
爆
手
帳

の
存

在
は
被
爆
者
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
の
み
な
ら
ず
、
.被
爆
経
験
の
認
定
書

と
し
て
、
経
験
の
構
築
に
も
決
定
的
な
役
目
を
果
た
し
て
い
る
。

し
か
し
、
い
ず
れ
に
せ
よ
大
事
な
の
は

「被
爆
者
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ

ー
が

さ
ま
ざ
ま
な
文
脈
の
中
で
具
体
化
し
演
じ
ら
れ
て
ゆ
く
際
の
社
会
的
機
能
で
あ
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る
。
科
学
的
言
説

の
作
ら
れ
方
の
中
に
こ
そ
、
ヒ
ロ
シ

マ
の
過
去
に
つ
い
て

「真
実
」
を
語
る
構
造
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
な
奎

日

の
功
績
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

最
後
に
三
点
目
と
し
て
、
記
憶

に
つ
い
て
の
議
論
が
本
書
で
触
れ
ら
れ
た
論

点
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
に
応
用
可
能
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
い
。
過
去
に
つ
い

.て

「真
実
」
が
語
ら
れ
る
際
の
語
り
口
に
は
、
本
書
で
触
れ
ら
れ
た
ト
ピ

ッ
ク

以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
論
点
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
。
光
と
え
ば
、

一
度
も
広
島

の
地
を
訪
れ
た
こ
と
の
な
い
人
間

に
と

っ
て
、
ヒ
ロ
シ

マ
の
過
去
に
つ
い
て
知

り
う
る
こ
と
の
す
べ
て
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
メ
デ
ィ
ア
が
伝
え
る
報
道
、
映

画
に
描
か
れ
る
ヒ
ロ
シ

マ
像
、
絵

の
中
に
.あ
ら
わ
れ
る
原
爆
像
、
文
学
の
中
に

描
か
れ
る
ヒ
ロ
シ

マ
の
惨
状
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
学
問
研
究
の
成
果
と
し
て
描

か
れ
る
ヒ
ロ
シ
マ
の
歴
史
と

い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
メ

デ
ィ
ア
が
わ
れ
わ
れ
に
伝
え
る
原
爆
像
の
中
に
も
、
今
日
ヒ
ロ
シ

マ
の
過
去
を

考
え
る
際
に
強
力
に
そ
の

「過
去
性
」
を
作
り
上
げ
て
い
る
よ
う
な
権
力
が
潜

在
し
て
い
る
こ
と
を
私
た
ち
は
容
易

に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
よ
う
な
歴
史
的
事
実
や
出
来
事
、
直
接
体
験
を
よ
り
精
緻
に
定
義
し
て
い
く

際
の
ア
キ
レ
ス
腱
に
な

っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
。
も
ち
ろ
ん
本
書
は
あ
く
ま

で
民
族
誌
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
上
を
考
え
れ
ば
、、
そ
れ
は
な

い
も

の
ね
だ
り
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
む
し
ろ
今
後
の
研
究
の
道
筋
と
し
て
受
け
と

め
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
に
つ
づ
く
記
憶
、
あ
る

い
は
集
合
的
記
憶
に
関
す
る
研
究
に
と

っ
て
、
記
憶
と

い
う
概
念
自
体

の
検
討

を
す
る
こ
と
は
十
分
に
有
益
な
こ
と
だ
ろ
う
。

註(1
)

ヨ
ネ

ヤ

マ

・
リ
サ

「
記
憶

の
弁
証
法
-

広
島
」
、

『思
想

』

一
九

九
九
年
、

八
六
六
号
、
五

-
二
九
頁
。

齢

＼

著
者
自
身
が
強
調
す
る
よ
う
に
、
記
憶
の
研
究
と
い
う
の
は
多
分
野
に
ま
た

が
る
研
究
領
域
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
、
本
書

の
中
に
も
文
学
理
論
か
ら
歴
史

哲
学
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
と

い
っ
た
様
々
な
分
野
の
研
究
成
果
が
参
照
さ
れ
、
議

論
の
中
に
生
か
さ
れ
て
い
る
。
だ

が
、
こ
う
し
た
理
論
が
本
書
の
性
格
を
か
な

り
の
部
分
で
色
づ
け
て
い
る
だ
け
に
、
記
憶
と
い
う
概
念
自
体
の
検
討
が
積
極

的
に
取
り
上
げ
ら
れ
な

い
こ
と
を
残
念
に
思
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
先
に
述
べ
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