
書
評
・
図
書
紹
介

ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
エ
ン
ラ
イ
ト

著

水
野
修
次
郎

監
訳

『
ゆ
る
し
の
選
択
』

宮

崎

圭

子

『
ペ
ト
ロ
が
イ
エ
ス
の
と
こ
ろ
に
来
て
言
っ
た
。「
主
よ
、

兄
弟
が
わ
た
し
に
対
し
て
罪
を
犯
し
た
な
ら
、
何
回
赦
す
べ

き
で
し
ょ
う
か
。
七
回
ま
で
で
す
か
。」
イ
エ
ス
は
言
わ
れ

た
。「
あ
な
た
に
言
っ
て
お
く
。
七
回
ど
こ
ろ
か
七
の
七
十

倍
ま
で
も
赦
し
な
さ
い
。』（「
マ
タ
イ
に
よ
る
福
音
」
一
八
章
二
一

〜
二
二
節
）

ゆ
る
し
の
選
択
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
か
ら
し
て
、
衝
撃
的
な

テ
ー
マ
で
あ
る
。
今
の
日
本
に
お
い
て
、
ま
さ
に
的
を
射
た
テ
ー

マ
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
第
一
印
象
で
あ
っ
た
。「
ゆ
る

し
」
は
聖
書
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
古
く
か
ら
人
の
生
活
の

中
に
存
在
し
て
い
た
行
動
で
あ
る
。
恥
を
敢
え
て
明
か
せ
ば
、
筆

者
は
、「
ゆ
る
し
」
と
い
う
も
の
が
臨
床
心
理
学
の
研
究
対
象
と

な
り
え
て
い
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
を
知
ら
な
か
っ
た
。
ち
な

み
に
、
検
索
エ
ン
ジ
ン
国
立
情
報
学
研
究
所
論
文
情
報
ナ
ビ
ゲ
ー

タC
iN
ii

で
、「
ゆ
る
し
」
を
検
索
し
て
み
た
。
六
二
件
（
た
っ

た
の
六
二
件

）
が
ヒ
ッ
ト
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
六
二
件
の
う

ち
、
心
理
学
領
域
の
論
文
は
四
件
（

）
の
み
で
あ
っ
た
。
四
件

以
外
は
、
宗
教
領
域
、
文
学
領
域
、
法
学
領
域
の
も
の
が
殆
ど
で

あ
っ
た
。
無
知
な
の
は
筆
者
だ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
若
干
の

安
堵
感
を
覚
え
な
が
ら
、「
ゆ
る
し
」
と
い
う
行
為
を
ど
の
よ
う

に
臨
床
心
理
学
の
土
壌
に
上
げ
て
い
る
の
か
、
ど
の
よ
う
に
ア
プ

ロ
ー
チ
さ
れ
て
い
る
の
か
、
惹
き
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
読
ん
だ
。

筆
者
同
様
、
多
く
の
方
々
は
「
ゆ
る
し
」
と
い
う
行
為
が
、
カ

ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
セ
ラ
ピ
ィ
の
中
で
扱
え
る
こ
と
が
可
能
な
の

か
、
も
し
く
は
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
セ
ラ
ピ
ィ
と
は
対
極
と
ま
で

は
い
か
な
く
と
も
違
っ
た
次
元
に
属
す
る
行
為
な
の
で
は
な
い
か

と
い
う
想
い
を
抱
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

カ
ウ

ン
セ
リ
ン
グ
ル
ー
ム
を
訪
れ
る
ク
ラ
イ
エ
ン
ト
も
ま
た
、
も
し
く

は
、
も
っ
と
強
い
拒
否
反
応
を
起
こ
す
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

作
者
ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
エ
ン
ラ
イ
ト
は
、
そ
の
こ
と
も
重
々
に
承

知
し
て
お
り
、
冒
頭
、
い
き
な
り
、
メ
ア
リ
ー
・
ア
ン
と
い
う
ク

ラ
イ
エ
ン
ト
を
登
場
さ
せ
て
い
る
。
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
か
ら
「
ゆ
る

し
」
と
い
う
行
為
を
提
案
さ
れ
て
、
仰
天
し
混
乱
す
る
メ
ア
リ
ー

の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
（
当
然
で
あ
ろ
う
。）。
そ
れ
ほ
ど
、
従



来
の
臨
床
心
理
学
、
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
・
セ
ラ
ピ
ィ
の
中
で
は
、

こ
の
「
ゆ
る
し
」
と
い
う
行
為
は
扱
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
と
い

う
よ
り
、
論
外
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、「
ゆ
る
し
」
を
提
案
さ
れ
、
仰
天
し
、
怒
っ
た
メ
ア
リ

ー
は
、
そ
の
後
、
四
回
の
面
接
後
、「
ゆ
る
し
」
を
行
う
こ
と
を

決
心
す
る
。
メ
ア
リ
ー
が
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か

は
、
本
書
を
読
ん
で
頂
き
た
い
。

一
九
八
五
年
、
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
・
マ
デ
ィ
ソ
ン
大
学
人
間
発

達
研
究
グ
ル
ー
プ
（
著
者
エ
ン
ラ
イ
ト
は
そ
の
メ
ン
バ
ー
の
一

人
）
に
よ
っ
て
、「
ゆ
る
し
」
に
関
す
る
集
中
的
な
研
究
が
開
始

さ
れ
た
。
こ
の
「
ゆ
る
し
の
選
択
」
は
そ
の
研
究
成
果
か
ら
誕
生

し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
誤
解
の
な
き
よ
う
強
調
し
て
お
き

た
い
の
は
、
こ
の
本
は
「
ゆ
る
し
」
を
解
釈
学
的
に
、
弁
証
法
的

に
解
説
し
た
も
の
で
は
断
じ
て
な
い
。「
ゆ
る
し
」
と
い
う
行
為

を
「
科
学
」
と
い
う
ま
な
板
に
上
げ
、
検
証
し
続
け
た
成
果
を
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。
エ
ン
ラ
イ
ト
ら
は
、
一
五
年
間
の
研
究
に

よ
っ
て
、「
ゆ
る
し
」
の
力
が
充
分
に
人
のw

ell
b
ein
g

に
貢
献

す
る
こ
と
を
検
証
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
本
は
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
Ⅰ
部
の
「
ゆ
る
し

は
選
ぶ
こ
と
」
は
、
導
入
部
分
で
あ
る
。「
ゆ
る
し
」
と
は
ど
う

い
う
も
の
な
の
か
を
読
者
に
理
解
し
て
も
ら
う
た
め
の
も
の
で
あ

る
。「
ゆ
る
し

自
由
へ
と
開
か
れ
た
道

」（
第
一
章
）
、

「
ゆ
る
し
と
、
ゆ
る
し
と
は
違
う
も
の
」（
第
二
章
）
、「
ゆ
る
し
の

理
由

そ
し
て
ゆ
る
さ
な
い
こ
と
の
結
果
」（
第
三
章
）
、
以
上

の
三
章
か
ら
成
っ
て
い
る
。

第
Ⅱ
部
「
ゆ
る
し
の
プ
ロ
セ
ス
」
は
、
実
際
の
臨
床
場
面
に
お

い
て
ど
の
よ
う
に
「
ゆ
る
し
」
を
進
め
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
丁

寧
に
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
本
の
核
と
な
る
部
分
で
あ

る
。
再
三
、
繰
り
返
し
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の

本
で
の
「
ゆ
る
し
」
は
、
生
ま
れ
な
が
ら
の
聖
者
、
も
し
く
は
長

い
修
行
を
積
み
、
悟
り
を
開
い
た
者
だ
け
が
行
え
る
「
ゆ
る
し
」

を
行
え
と
い
っ
て
い
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
問
題
を
抱
え
、

怒
り
に
縛
ら
れ
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る

「
普
通
の
人
」
が
、
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
「
ゆ
る
し
」
の
持
つ
力

の
恩
恵
に
与
れ
る
の
か
を
実
証
し
、
そ
の
デ
ー
タ
に
基
づ
い
て
説

か
れ
た
も
の
で
あ
る
。「
ゆ
る
し
」
と
い
う
長
い
「
旅
」（「
ゆ
る

し
」
が
長
い
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
再
三
強
調
さ
れ
て

い
る
。）
を
、
辿
っ
て
行
く
の
に
、
前
も
っ
て
用
意
す
る
必
要
な

も
の
が
言
及
さ
れ
て
い
る
。「
ゆ
る
し
」
を
一
人
で
行
わ
な
い
よ

う
、
一
人
で
行
っ
た
と
き
に
陥
り
や
す
い
暗
闇
が
あ
る
こ
と
に
注

意
を
喚
起
し
て
く
れ
て
い
る
。「
ゆ
る
し
の
旅
」
に
は
パ
ー
ト
ナ

ー
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
旅
の
道
具
と
し
て
「
日
記
を
つ
け
る
」

こ
と
が
丁
寧
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
前
準
備
と
し
て
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
が
準
備
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
か
も
言
及
さ
れ

て
い
る
（
第
四
章
「
ゆ
る
し
へ
の
旅
立
ち
に
必
要
な
地
図
と
道
具
」）
。

ゆ
る
し
の
道
標
」
と
し
て
、
四
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
（
位
相
）
が
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提
示
さ
れ
て
い
る
。
フ
ェ
ー
ズ
１
は
「
怒
り
の
表
出
」
で
あ
る
。

フ
ェ
ー
ズ
２
は
「
ゆ
る
す
こ
と
の
決
意
」、
フ
ェ
ー
ズ
３
「
ゆ
る

し
の
作
業
」、
フ
ェ
ー
ズ
４
「
発
見
と
、
感
情
の
牢
獄
か
ら
の
脱

出
」
と
続
く
。

第
Ⅱ
部
で
は
、
上
記
の
四
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
に
従
っ
て
、
第
五
章

〜
第
一
一
章
に
具
体
的
な
「
ゆ
る
し
」
の
プ
ロ
セ
ス
が
説
明
さ
れ

て
い
る
。
第
五
章
「
怒
り
の
感
情
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
」
と
第

六
章
「
根
深
い
怒
り
に
直
面
す
る
」（
フ
ェ
ー
ズ
１
「
怒
り
の
表

出
」）、
第
七
章
「
ゆ
る
す
こ
と
へ
の
積
極
的
関
与
」（
フ
ェ
ー
ズ

２
「
ゆ
る
す
こ
と
の
決
意
」）、
第
八
章
「
新
た
な
視
点
を
得
る
」、

第
九
章
「
肯
定
的
な
気
持
ち
、
考
え
、
態
度
を
築
き
上
げ
る
」

（
フ
ェ
ー
ズ
３
「
ゆ
る
し
の
作
業
」）、
第
一
〇
章
「
発
見
と
感
情

の
牢
獄
か
ら
の
開
放
を
経
験
す
る
」（
フ
ェ
ー
ズ
４
「
発
見
と
、

牢
獄
か
ら
の
脱
出
」）
と
続
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
Ⅱ
部
の
最
終
章
と
し
て
、『「
私
は
あ
な
た
を
ゆ
る
し
ま
す
」

と
い
う
こ
と
』
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。「
ゆ
る
し
と
は
」
に
つ
い

て
考
え
、「
ゆ
る
し
」
を
実
践
す
る
決
意
を
し
、
そ
の
作
業
を
し

て
き
た
人
が
、
そ
の
道
程
を
振
り
返
っ
て
、
十
分
に
理
解
す
る
時

間
を
取
る
よ
う
促
し
て
い
る
章
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
ゆ
る
し
」

の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
、
陥
り
や
す
い
状
況
に
対
し
て
Ｑ
＆
Ａ
で
回

答
を
用
意
し
て
く
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
二
個
目
の
質
問
は
、

「
加
害
者
が
謝
る
こ
と
も
、
ゆ
る
し
を
求
め
て
い
る
こ
と
も
し
て

い
な
い
。
し
か
し
、
明
ら
か
に
罪
が
あ
る
こ
と
が
明
白
な
場
合
は

ど
う
で
し
ょ
う
か
」
で
あ
る
。
よ
く
社
会
ニ
ュ
ー
ス
で
報
じ
ら
れ

て
い
る
虐
待
な
ど
は
良
い
例
で
あ
ろ
う
。
虐
待
者
は
、
大
体
、

「（
被
虐
待
者
が
悪
い
こ
と
を
し
た
の
で
）
し
つ
け
だ
っ
た
」
と
主

張
し
続
け
る
。
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
が
、
臨
床
家
な
ら
時
た
ま
そ

の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
遭
遇
し
、
苦
悶
し
た
経
験
が
お
あ
り
だ
ろ

う
。
そ
の
よ
う
な
時
で
も
「
ゆ
る
す
」
の
だ
ろ
う
か

否
、
ゆ

る
し
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か

そ
の
答
え
は
、
や
は
り
、
本
書
を

お
読
み
頂
き
た
い
。
従
来
の
道
徳
家
達
が
「
善
」
行
為
を
説
く
よ

う
に
、
ま
た
は
、
宗
教
家
達
が
「
功
徳
を
積
む
」
こ
と
を
奨
励
す

る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
法
の
関
係
者
達
が
「
正
義
」
を
説
く
よ

う
に
は
、
断
じ
て
説
か
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先

述
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
「
ゆ
る
し
」
を
科
学
的
に
研
究
し
、
沢

山
の
ケ
ー
ス
、
デ
ー
タ
を
検
証
し
た
成
果
を
、
冷
静
に
ま
と
め
た

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
こ
の
本
の
真
髄
が
あ
る
と

思
わ
れ
る
。

第
Ⅲ
部
は
「
よ
り
深
い
ゆ
る
し
」
で
あ
る
。
四
つ
の
章
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
。
最
初
の
章
は
、
第
Ⅰ
部
、
Ⅱ
部
を
読
み
進
め
て

き
た
者
が
感
じ
る
不
安
・
疑
問
（
今
、
筆
者
が
感
じ
て
い
る
よ
う

に
…
…
）
に
つ
い
て
、
Ｑ
＆
Ａ
の
ス
タ
イ
ル
で
、
丁
寧
に
解
説
さ

れ
て
い
る
。
章
の
タ
イ
ト
ル
も
「
ゆ
る
し
を
進
め
る
た
め
に
役
立

つ
質
問
」（
第
一
二
章
）
と
な
っ
て
い
る
。
例
を
挙
げ
る
と
「
自
分

自
身
の
利
益
の
た
め
に
、
許
す
こ
と
は
利
己
的
な
こ
と
な
の
で
し

ょ
う
か
」、「
私
は
怒
り
の
感
情
を
抑
圧
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う



か
」
等
、
計
一
一
個
の
質
問
に
、
回
答
ス
タ
イ
ル
で
解
説
が
解
か

れ
て
い
る
。

二
つ
目
の
章
で
は
、「
子
ど
も
達
が
ゆ
る
す
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
援
助
す
る
」（
第
一
三
章
）
と
い
う
テ
ー
マ
が
扱
わ
れ
て
い

る
。
本
書
に
よ
る
と
、「
ゆ
る
し
」
を
理
解
し
実
践
し
始
め
た
人

た
ち
は
、
そ
れ
を
他
の
人
（
特
に
自
身
の
子
ど
も
た
ち
）
に
教
え

る
こ
と
に
興
味
を
見
せ
る
の
だ
そ
う
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
人
た

ち
は
、
有
害
な
怒
り
が
如
何
に
自
己
破
壊
的
で
あ
っ
た
か
、
無
用

の
苦
し
み
を
生
じ
さ
せ
て
い
た
か
を
学
び
、
自
分
の
子
ど
も
達
に

は
そ
う
い
っ
た
も
の
か
ら
保
護
し
た
い
気
持
ち
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
も
、
一
五
年
間
、
著
者
た
ち
が
培
っ
て
き
た
研
究
成

果
が
惜
し
げ
も
な
く
披
露
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
章
は
、
子
ど
も
達

に
ど
う
「
ゆ
る
し
」
を
援
助
す
る
の
か
か
ら
始
ま
っ
て
い
な
い
。

子
ど
も
た
ち
の
「
ゆ
る
し
」
に
対
す
る
一
般
的
な
考
え
方
の
型
が

六
種
類
あ
り
、
そ
れ
を
説
明
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の

後
、
効
果
的
な
援
助
方
法
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
著
者
エ
ン
ラ
イ

ト
は
、「
物
語
」
を
通
し
て
の
方
法
を
勧
め
て
お
り
、
さ
ら
に
具

体
的
な
本
の
題
名
、
映
画
の
タ
イ
ト
ル
も
教
え
て
く
れ
て
い
る

（
日
本
の
作
家
が
書
い
た
本
が
一
冊
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
さ
れ
て
い

る
。）。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
を
ど
の
よ
う
に
使
う
か
の
方
法
も
説

明
さ
れ
て
い
る
。

第
一
四
章
は
「
ゆ
る
さ
れ
る
の
を
待
つ
」
で
あ
る
。
こ
の
章
で

は
、「
ゆ
る
し
」
を
行
う
人
で
は
な
く
、「
ゆ
る
さ
れ
る
」
側
に
焦

点
を
あ
て
て
く
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、
四
つ
の
フ
ェ
ー
ズ
か
ら

な
る
道
標
が
示
さ
れ
る
。
一
つ
目
の
フ
ェ
ー
ズ
が
「
罪
と
恥
を
隠

さ
ず
に
表
に
出
す
」
で
あ
り
、
フ
ェ
ー
ズ
２
は
「
ゆ
る
し
を
求
め

る
決
心
」、
フ
ェ
ー
ズ
３
「
ゆ
る
し
を
受
け
入
れ
る
努
力
」、
フ
ェ

ー
ズ
4
「
発
見
」
と
続
く
。

最
終
章
は
「
和
解
す
る
」（
第
一
五
章
）
で
あ
る
。
ゆ
る
し
の
旅

路
の
終
点
と
、
エ
ン
ラ
イ
ト
は
位
置
づ
け
て
い
る
。
冒
頭
、
エ
ン

ラ
イ
ト
は
「
誰
か
を
ゆ
る
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
が
関
係

を
再
び
取
り
戻
す
こ
と
を
保
証
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

…
…
（
た
と
え
そ
れ
が
目
標
で
あ
っ
て
も
）
ゆ
る
し
が
提
供
で
き

る
の
は
、
そ
の
く
ら
い
の
も
の
で
し
ょ
う
。」
と
言
っ
て
の
け
る
。

こ
れ
が
言
え
る
の
は
、
繰
り
返
す
が
、「
ゆ
る
し
」
を
科
学
し
、

冷
静
に
検
証
し
て
き
た
エ
ン
ラ
イ
ト
達
だ
か
ら
こ
そ
で
あ
ろ
う
。

「
ゆ
る
し
」
の
限
界
も
し
っ
か
り
直
視
し
、
尚
そ
の
上
で
「
ゆ
る

し
」
の
持
つ
力
を
人
々
に
伝
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
誇
大
宣
伝
は

全
く
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
気
付
い
て
頂
け
た
と
思
う
が
、
こ

れ
は
エ
ン
ラ
イ
ト
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
一
五
年
間
の
研
究
の
成
果

を
ま
と
め
た
も
の
」
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
集
大
成
の
本
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
監
訳
の
水
野
修
次
郎
氏
は
、
ど
の
よ
う
に
し

て
こ
の
よ
う
な
テ
ー
マ
、
こ
の
よ
う
な
本
に
出
合
え
る
の
で
あ
ろ

う

水
野
氏
の
著
書
は
魅
惑
的
で
刺
激
的
な
テ
ー
マ
が
多
い
。

率
直
に
心
情
を
吐
露
す
れ
ば
、
す
ご
い
な
あ
と
思
っ
て
し
ま
っ

た
。
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