
書 評

　

そ
れ
で
も
人
は
生
き
つ
づ
け
る
。

　

如
何
と
も
し
が
た
い
運さ
だ
め命
に
翻
弄
さ
れ
な
が
ら
も
、
自
分
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、

人
智
の
及
ば
な
い
何
か
に
あ
や
つ
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
人
は
生
き
つ
づ
け
る
。

　

本
書
『
世
界
が
終
わ
る
夢
を
見
る
』
の
中
に
登
場
す
る
、
著
者
が
あ
え
て
取
り
上
げ
た

人
物
た
ち
が
、
ま
さ
に
そ
の
苦
海
に
生
き
る
人
々
で
あ
る
。

　

日
本
に
お
い
て
物
語
と
は
、
物モ
ノ

（
＝
霊
）
を
語
る
こ
と
で
、
本
書
で
も
「
憑
依
」
の
こ

と
ば
が
随
所
に
出
て
く
る
が
、
こ
と
ば
を
介
し
て
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
聖
域
に
触
れ
る
こ

と
で
あ
る
。
実
は
『
源
氏
物
語
』
を
書
い
た
紫
式
部
も
執
筆
し
な
が
ら
慄お
の
の

い
て
い
た
の
で

あ
る
。
千
年
前
は
末
法
思
想
の
渦
中
に
あ
っ
て
、
仏
教
に
お
け
る
狂
言
綺
語
の
罪
を
恐
れ

て
い
た
が
、
そ
れ
で
も
作
家
の
抱
え
て
い
る
、
こ
と
ば
に
で
き
な
い
混
沌
た
る
も
の
は
今

も
昔
も
脈
を
同
じ
と
す
る
普
遍
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
る
で
巫
女
の
よ
う
に
人
間
で
あ

る
こ
と
を
離
れ
て
、
い
の
ち
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
書
か
れ
た
物
語
ゆ
え
に
、
そ
れ
を
読
む
こ

と
に
よ
っ
て
人
生
の
憙む
が
し

び
を
味
わ
い
、
生
き
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
り
、
と
き
に
警
句
と
な

り
、
自
戒
と
な
り
、
カ
タ
ル
シ
ス
と
な
り
、
救
い
と
な
っ
た
。

　

し
か
し
、
文
学
が
力
を
失
っ
た
と
言
わ
れ
て
久
し
い
昨
今
、
バ
ー
チ
ャ
ル
リ
ア
リ
テ
ィ

が
現
実
を
凌
駕
し
、
文
学
の
中
だ
け
に
赦
さ
れ
て
い
た
隠
蔽
さ
れ
る
べ
き
猟
奇
的
な
事
件

が
、
茶
の
間
の
ワ
イ
ド
シ
ョ
ー
で
流
さ
れ
る
話
題
と
な
っ
た
。「
人
生
は
小
説
よ
り
奇
な

り
」
が
穿
っ
た
形
で
独
り
歩
き
し
、
バ
イ
ロ
ン
も
び
っ
く
り
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
が
小
説
の
道
具
立
て
と
な
っ
て
き
た
奇
想
天
外
な
も
の
の
影
が
薄
く
な
り
、
文

学
の
行ゆ

く
え方
が
、
本
頁
の
各
処
で
案
じ
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
通
読
し
て
ま
ず
思
っ
た
こ
と

が
、
な
ん
と
贅
沢
な
、
そ
し
て
こ
の
現
代
だ
か
ら
こ
そ
の
文
章
読
本
だ
、
と
い
う
感
嘆
で

あ
る
。

　

著
者
の
文
芸
論
に
加
え
、
現
代
日
本
を
代
表
す
る
作
家
、
高
村
薫
・
辻
原
登
・
平
野
啓

一
郎
・
中
村
文
則
と
の
対
談
を
織
り
交
ぜ
て
の
構
成
で
あ
る
。
こ
の
作
家
た
ち
に
は
ド
ス

ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
愛
読
者
で
大
い
な
る
影
響
を
受
け
た
と
い
う
共
通
項
が
あ
る
。
い
わ
ん

や
著
者
は
ロ
シ
ア
文
学
・
文
化
の
研
究
者
で
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
作
品
の
斬
新
な
翻
訳

で
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
た
人
物
で
あ
る
。
対
談
の
中
で
辻
原
登
氏
が
「
翻
訳
は
小
説
を
書
く

の
と
同
じ
だ
と
思
う
。
僕
も
小
説
を
書
く
と
き
、
一
種
の
翻
訳
を
し
て
い
る
ん
で
す
よ
。

僕
の
中
に
あ
る
、
無
意
識
の
本
の
世
界
を
、
ど
う
自
分
の
言
葉
で
表
現
す
る
か
。
小
説
を

書
く
と
い
う
こ
と
は
常
に
翻
訳
作
業
だ
と
思
う
」
と
語
っ
て
い
る
。「
ロ
シ
ア
語
か
ら
日
本

語
に
移
す
の
も
一
つ
の
創
造
」
と
い
う
辻
原
氏
の
こ
と
ば
通
り
、
著
者
は
研
究
者
で
あ
る

以
上
に
作
家
で
あ
る
。

　

本
書
で
著
者
が
読
書
観
を
展
開
す
る
こ
と
が
、
図
ら
ず
も
文
体
研
究
に
な
っ
て
い
て
感

動
し
た
。
作
家
は
、
何
も
な
い
と
こ
ろ
か
ら
言
葉
を
紡
ぎ
出
し
、
物
語
と
し
て
綴
っ
て
い

く
の
だ
が
、近
代
に
小
説
が
入
っ
て
き
て
か
ら
ス
ト
ー
リ
ー
重
視
で
表
層
を
撫
で
る
に
終
わ

る
読
み
方
が
横
行
し
て
い
る
（
現
代
人
の
読
解
力
の
未
熟
さ
、
国
語
力
の
低
下
も
相
俟
っ

て
）。
と
こ
ろ
が
著
者
の
読
み
は
深
い
。
そ
の
一
節
が
ど
こ
か
ら
派
生
し
た
も
の
か
、
何
に

影
響
を
受
け
て
そ
の
一
文
が
出
来
た
の
か
、
実
際
の
作
者
を
前
に
読
み
解
く
。
そ
こ
ま
で

の
深
読
み
が
で
き
る
の
は
、
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
に
精
通
し
、
微
に
入
り
細
を
穿
っ
て
研

究
し
続
け
、
新
た
な
日
本
語
を
編
み
出
し
て
き
た
著
者
だ
か
ら
こ
そ
の
眼
で
あ
る
。
ま
る

で
炙
り
絵
の
よ
う
に
、
人
に
は
見
え
な
い
行
間
が
読
み
解
け
る
の
で
あ
ろ
う
。
著
者
も
そ

れ
が
わ
か
っ
て
い
て
、
独
り
ほ
く
そ
笑
ん
で
い
る
、
そ
こ
が
ま
た
オ
モ
シ
ロ
イ
。

　

表
題
で
あ
る
『
世
界
が
終
わ
る
夢
を
見
る
』
に
あ
る
、
如
何
と
も
し
が
た
い
災
禍
に
遭

い
、
も
う
息
を
す
る
こ
と
も
無
理
だ
と
思
う
ほ
ど
の
苛
酷
さ
に
晒
さ
れ
て
も
、
そ
れ
で
も

人
は
生
き
つ
づ
け
る
。
未
来
は
想
像
で
き
ず
、
答
え
は
な
い
。
著
者
は
先
の
東
日
本
大
震

災
に
衝
撃
を
受
け
、
そ
れ
が
本
書
執
筆
の
動
機
と
な
っ
て
い
る
が
、
平
安
時
代
の
人
々
も

同
じ
場
所
で
大
津
波
に
遭
い
、
戦
禍
を
蒙
り
、
そ
れ
を
宿す
く
せ世

と
受
け
止
め
、
未
来
に
繋
い

だ
。
文
学
の
力
も
、
そ
の
使
命
も
、
人
が
人
で
あ
る
か
ぎ
り
廃
れ
は
し
な
い
。
本
書
を
読

ん
で
、
忘
れ
か
け
て
い
た
原
作
を
再
読
し
た
く
な
っ
た
。
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