
８
１
１
１
イ
ラ
ス
ト
か
ら
読
む
教
科
書

力
強
く
ス
マ
ッ
ン
ュ
！

『Ｕ
Ｐ
』
の

「学
問
の
図
像
と
か
た
ち
」
を
本
号
か
ら
担
当
す
る
こ
と
に
な
つ
た
寺
田

寅
彦
で
す
。
寺
田
寅
彦
と
は
い
っ
て
も
物
理
学
の
偉
人
と
は
違

っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
と
テ

キ
ス
ト
の
関
係
を
探
る
比
較
文
化
研
究
を
細
々
と
し
て
い
ま
す
ｃ
学
問
の
話
を
す
る
の

は
苦
手
で
す
が
、
学
問
の
図
像
と
か
た
ち
の
話
な
ら
ば
、
と
迂
間
に
も
連
載
を
引
き
受

け
て
し
ま
い
ま
し
た
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
教
科
書
の
イ
ラ
ス
ト
で
す
。
第

一
回
は
、
日
本
の
英
語
教

科
書
の
中
か
ら
、
津
田
梅
子

（
Ｔ
人
六
四
―

一
九
二
九
）
が
熊
本
謙
二
郎

（
一
人
六
七

―

一
九
三
八
）
と
共
に
著
し
た
女
子
学
生
向
け
の
Ｏ
ミ
´
、
ミ
さ
い
ヽ
ざ

お
ヽ
き
０
を
み

て
み
ま
す
。
教
科
書
を
開
く
と
第

一
課
に
は
テ
ニ
ス
を
す
る
若
い
女
学
生
の
姿
が
描
か

れ
て
い
ま
す
。
高
く
牛
を
見
上
げ
、
大
き
く
足
を
前
に
踏
み
出
し
て
、
ラ
ケ
ッ
ト
を
振

ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
躍
動
感
に
あ
ふ
れ
る
彼
女
の
姿
は
伝
統
的
な
日
本
の
女
性
観
を

打
ち
破
る
も
の
で
、
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
姿
に
女
生
徒
は
胸
を
躍
ら
せ
た
こ
と
で
し

ょ
う
。
エ
レ
ガ
ン
ト
な
洋
装
で
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
、
洋
風
に
髪
を
カ
ッ
ト
し
て
、
眼

差
し
高
く
歩
を
進
め
る
。
女
子
教
育
の
先
駆
者
で
あ
る
津
田
梅
子
の
教
科
書
な
ら
で
は

の
新
し
い
女
性
像
に
こ
め
ら
れ
た
期
待
が
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
。

第

一
課
の
一
ペ
ー
ジ
Ｈ
で
す
か
ら
文
字
情
報
は
た
だ
Ｆ
９
●
」＆
と
い
う
語
だ
け
で
す
¨

ま
ず
ｒ
計
に
注
意
を
向
け
さ
せ
て
、
母
音
を
付
し
、
音
節
に
区
切
る
と
い
う
ア
ル
フ
ア

ベ
ッ
ト
で
の
語
の
形
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
工
夫
は
興
味
深
い
も
の
で
す
が
、
な
に
■

り
も
苦
か
れ
た
こ
と
と
描
か
れ
た
こ
と
の
差
に
、
イ
ラ
ス
ト
と
は
文
字
情
報
の
単
イ‐‥
る

視
党
化
で
は
な
い
こ
と
を
強
く
感
じ
ま
す
。
教
科
書
と
い
う
と
文
字
で
古
か
ね
た
山
害

に
注
意
が
向
き
が
ち
で
す
が
、
そ
の
よ
う
な
教
科
■
の
さ
ま
ざ
―
な
イ

ツ
ス
ト
仕
〓
ね

か
ら
力
強
く
読
み
解
い
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
．　
　
　
ゞ
‐，た
―
‐
１，ひ
　

―――
¨
ウ
ーー
，

ち像図問学

寺
田
寅
彦
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「英
語
教
育
」
と
い
つ
幻
想

１
　
英
語
に
熱
く
な
り
た
い

今
、
英
語
教
育
が
熱

い
。
と

い
っ
て
も

「
よ
し
、
英
語
を
勉
強
し
よ

う
！
」
と
盛
り
上
が

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
熱
い
の
は

「英
語
教
育
」

を
め
ぐ
る
議
論
の
方
で
あ
る
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
明
治
以
来
、
こ
の

「
英
語
教
育
が
熱

い
現
象
」
は
繰
り
返
し
発
生
し
て
き
た
。
し
か
も
議
論

は
た
い
て
い
同
じ
よ
う
な
と
こ
ろ
を
堂
々
巡
り
す
る
。
多
く
の
人
は
思
う

だ
ろ
う
。
こ
れ
だ
け
英
語
教
育
を
め
ぐ

っ
て
私
た
ち
は
熱
く
な

っ
て
き
た

の
に
、
な
ぜ
英
語
そ
の
も

の
に
つ
い
て
は
な
か
な
か
熱
く
な
れ
な
い
の

か
、
と
。

ま

っ
た
く
同
感
だ
。

つ
べ
こ
が
戸
ユ
則
に
、
ま
ず
や
ろ
う
よ
―
　
と
言

い
た
く
な
る
。
た
だ
、
実
は

「
つ
べ
こ
べ
言
う
前

に
、
ま
ず
や
ろ
う

よ
！
」
と
い
う
態
度
そ
の
も
の
が
、
こ
の
熱
い
論
争
の

一
翼
を
担

っ
て
も

き
た
の
だ
か
ら
や
や
こ
し
い
。
「
英
語
は
英
語
で
や
ろ
う
。
理
屈
抜
き
に

と
り
あ
え
ず
英
語
の
中
に
放
り
込
め
！
」
と
主
張
す
る
人
が
常
に
い
る
。

阿
部
公
彦

「文
法
な
ん
か
忘
れ
て
し
ま
え
」
「英
文
和
訳
な
ん
か
し
て
る
暇
は
な
い
」

と
言

つヽ
。

仮
に
こ
う
し
た
英
語
勉
強
法
を

「
オ
ウ
ム
返
し
型
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し

よ
う
。
英
語
的
環
境
に
放
り
込
ん
で
し
ま
え
ば
、
人
は
楽
に
英
語
を
身
に

つ
け
る
は
ず
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
英
語
は
英
語
話
者
に
習
え
。
必
死

に
相
手
の
言

っ
て
い
る
こ
と
を
聞
き
、
オ
ウ
ム
返
し
て
い
れ
ば
、
自
然
と

単
語
や
言
い
回
し
な
ど
覚
え
る
は
ず
、
だ
と

い
う
。

「
そ
り

ゃ
そ
う
だ
」
と
言

い
た
い
気
持
ち
は
わ
か
る
。
私
自
身
、
そ
う

い
う
環
境
で
英
語
を
学
ん
だ
経
験
は
あ
る
。
効
力
も
わ
か
る
。
た
だ
、
こ

の
方
法
が
こ
れ
ま
で
日
本
で
ど
う
し
て
も
根
づ
か
な
か

っ
た
と
い
う
の
も

厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
少
し
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
思
い
つ

く
。
ま
ず

〈英
語
的
環
境
）
に
浸
る
た
め
の
コ
ス
ト
。
人
、
場
所
、
時

間
、
と
す
べ
て
の
局
面
で
か
な
り
の
出
費
と
犠
牲
を
伴
う
。
他
の
活
動
や

生
活
を
差
し
置
い
て
そ
う
し
た
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
作
る
余
裕
が

一
般
に
あ

る
の
か
。
そ
り
や
あ
無
理
だ
か
ら
、
都
合
の
つ
く
範
囲
で
、
と
な
る
の
で

1 賊 語教育Jと いう幻想



げ

は
な
い
か
。
そ
う
な
る
と
、
形
を
整
え
た
だ
け
の
儀
式
的
な
英
語
ご

つ
こ

に
終
わ
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た

「
オ
ウ
ム
返
し
」
と

い
う
や
り
方
に
は

心
理
的
な
抵
抗
が
あ
る
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
そ
う
い
う
人
が
多
数
派
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
幼
児
期
に
は
こ
う
し
た
や
り
方
は
有
効
だ
が
、
自
意
識
た

っ
ぷ
り
の
思
春
期
の
青
少
年
や
、
ま
し
て
や
大
人
に
そ
う
簡
単
に
強
制
で

き
る
方
法
で
は
な
い
。
そ
し
て
よ
り
根
本
的
に
は
、
こ
れ
で

「知
的
な
英

語
」
や
い
わ
ゆ
る

「仕
事
で
使
え
る
英
語
」
が
身
に
つ
く
の
か
と
い
う
疑

念
が
あ
る
。
言
葉
の
知
的
側
面
を
無
視
し
て
道
具
、
実
用
、
ス
キ
ル
と
連

呼
す
る
人
は
、
大
事
な
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
。
あ
と
で
も
詳
し
く
述
べ

る
が
、
こ
と
言
葉
の
学
習
に
関
し
て
は

「注
意
」
「
興
味
」
「意
味
」
と
い

う
要
素
が
き
わ
め
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
二
〇
～
三
〇
年
の
中
等
教
育
は
明
し
か
に

「
オ
ウ
ム
返
し
型
」
に
舵
を
切
ろ
う
と
し
て
き
た
。
そ
の

一
方
、
英
語
は

相
変
わ
ら
ず
熱
く
な
い
。
産
業
界
は

「
こ
れ
で
は
困
る
！
」
と
大
き
な
声

を
あ
げ
て
い
る
い
し
い
が
、
そ
ん
な
中
で
、
依
然
と
し
て

「文
法
重
視
や

訳
読
主
義
の
せ
い
で
日
本
人
は
英
語
が
使
え
な
い
」
と
の
旧
来
の
批
判
が

繰
り
返
さ
れ
る
の
は
、
い
さ
さ
か
奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

２
　
英
会
話
の
起
源

こ
の
あ
た
り
の
中
情
に
つ
い
て
更
に
考
え
る
た
め
、
最
近
東
京
大
学
出

版
会
か
ら
に
梓
し
た

『普
意
と
悪
意
の
英
文
学
史
』
の
内
容
の

一
部
を
紹

介
に
た

い
］
タ
ィ
ト
ル
か
ら
は
あ
ま
り
想
像
で
き
な

い
か
も
し
れ
な

い

が
、
こ
の
本
は
英
ｉｌｌｌ
教
育
に
か
か
わ
る
問
題
も
扱

っ
て
い
る
。
第
１
章
の

見
出
し
は

「英
会
話
の
起
源
」
で
あ
る
。

果
た
し
て
、
英
会
話
に
起
源
な
ど
あ
る
の
か
？
　
も
ち
ろ
ん
人
は
太
古

の
昔
か
ら
会
話
を
し
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
の
本
で
焦
点
を
あ
て
た
か

つ

た
の
は
、
近
代
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
会
話
が

「術
」
と
し
て
注
目
を
浴
び
る

よ
う
に
な
り
、
イ
ギ
リ
ス
で
も

一
七
世
紀
か
ら

一
八
世
紀
に
か
け
言
語
に

対
す
る
き
わ
め
て
繊
細
な
感
覚
が
育
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
表
現

の
え
ら
び
方
以
外
に
も
、
食
卓
で
話
題
に
す
べ
き
こ
と
、
相
手
の
真
意
を

読
み
取
る
方
法
、
重
要
な
場
面
で
の
会
話
の
例
な
ど
、
言
葉
に
つ
い
て
意

識
す
べ
き
こ
と
が
細
か
く
記
述
さ
れ
た
。
印
刷
術
が
普
及
し
始
め
た
こ
の

時
代
、
作
法
書

↑
８
〓
無

日
営
Ｅ
こ

は
す
で
に
大
き
な
人
気
を
博
し
て

い
た
が
、
と
く
に
注
目
が
集
ま

っ
た
の
が
言
葉
の
使
い
方
を
め
ぐ
る

「作

法
」
だ

っ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
言
葉
の
作
法
が
と
り
わ
け
気
に
な
る

「重
要
な
場
面
」
と
は
い

つ
の
こ
と
だ
ろ
う
。
答
え
は
は

っ
き
り
し
て
い
る
。
プ
ロ
ポ
ー
ズ
の
と
き

で
あ
る
。　
一
八
世
紀
の
作
法
ブ
ー
ム
と
密
接
に
絡
ん
で
い
た
の
は
結
婚
市

場
だ

っ
た
。
男
が
女
に
愛
を
告
白
し
、
結
婚
を
提
案
す
る
。
そ
ん
な
状
況

で
は
ど
ん
な
言
葉
が
か
わ
さ
れ
る
べ
き
か
。
男
子
に
と

っ
て
も
女
子
に
と

っ
て
も
こ
れ
は
大
き
な
関
心
事
と
な

っ
た
。
た
と
え
ば
日
本
で
も
人
気
の

あ
る
ジ

ェ
ー
ン

・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の

『高
慢
と
偏
見
』
は
男
女
が
ど
う
や

っ
て
接
近
す
る
か
を
描
い
た
作
品
で
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
山
場
で
は
必
■
プ

ロ
ポ
ー
ズ
が
か
ら
む
。
こ
の
時
代
の
作
品
は
、
そ
う
い
う
点
味
で
は
明
女

の
付
き
合

い
方
の

「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
で
あ
る
［

こ
う
し
た

「
マ
ニ
ュ
ア
ル
」
が
普
及
し
え
た
の
は
、
そ
も
そ
も
人
‐―――
に

「
性
格
」
な
る
も
の
が
あ
る
と
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
性
格
は
振
る
舞

い

や
言
葉
の
使
い
方
を
通
し
て
露
出
す
る
。
そ
こ
を
見
極
め
た
い
。
人
間
は

こ
う
し
て
観
察
の
対
象
と
な

っ
た
。
観
察
と
い
う
行
為
は
、
ま
ず
は
対
象

に
注
意
を
向
け
、
じ

つ
と
見
る
こ
と
か
い
始
ま
る
。
近
代
社
会
の
中
で
小

説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
特
別
な
位
置
を
占
め
た
の
も
、
人
間
に
対
す
る
こ

の
よ
う
な

「
興
味
の
磁
場
」
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
大
き

い
。
小
説
に
は
人

物
捕
写
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
そ
も
そ
も
好
き
好
ん
で
描
写
な
ど
と
い
う

面
倒
な
こ
と
を
作
家
が
行

い
、
読
者
が
そ
れ
に
付
き
合
う
の
も
、
そ
の
奥

に
何
か
を
読
み
取
り
た
い
と
い
う

「注
意
の
ベ
ク
ト
ル
」
が
存
在
し
、
そ

れ
を
作
家
と
読
者
が
共
有
す
る
か
い
な
の
で
あ
る
。

た
だ
、
面
白

い
の
は
、
対
象

へ
の
興
味
な
る
も
の
が

〈
語
り
手
↓
読

者
〉
、
も
し
く
は

〈読
者
―
語
り
手
〉
と

い
つ
た
方
向
で
も
発
生
し
う
る

こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
語
り
手
や
読
者
も
振
る
ま
い
の
コ
ー
ド
を
意
識

す
る
。
性
格
す
ら
持

つ
。
た
と
え
ば
、
語
り
手
は
読
者
に
対
す
る

「
善

意
」
や

「親
し
み
」
を
織
り
こ
ん
で
語

っ
た
り
す
る
。
そ
う

い
う
語
り
手

か
ら
の

「
親
し
さ
」
の
表
明
は
、
読
者
の
方
に
も
何
ら
か
の

〈読
み
心

地
〉
を
生
む
。
愛
と
善
意
と
親
し
さ
に
満
ち
た
語
り
手
と
い
う
像
は
、
近

代
の
出
版
物
で
は
ほ
と
ん
ど
約
束
事
と
さ
え
な

っ
て
き
た
。
た
だ
、
二
〇

世
紀
に
か
け
て
テ
ク
ス
ト
の
善
意
の
表
明
の
仕
方
が
変
わ
る
。
語
り
手
が

示
す
善
意
を
読
者
が
素
直
に
受
け
取
ら
な
く
な

っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
ど

う
も
裏
が
あ
る
と
思
え
て
し
ま
う
。
「善
意
の
表
出
」
と
い
う
よ
り
、
「善

意
の
演
出
」
と
見
え
て
し
ま
う
。

そ
う

い
う
流
れ
の
中
で
、
次
第
に
語
り
手
も
素
直
に

「善
意
」
を
表
現

し
な
く
な
る
。　
一
九
世
紀
か
い
三
〇
世
紀
に
か
け
て
の
文
学
作
品
で
は
、

愛
情
や
敬
意
よ
り
も
、
無
愛
想
や
イ
ラ
イ
ラ
、
冷
淡
、
と
き
に
は
嫌
悪
感

が
示
さ
れ
る
。
私
た
ち
は

「善
意
」
よ
り
も

「
悪
意
」
に
こ
そ
敏
感
に
反

応
す
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
と
き
に
は
、
「
善
意
」
を
伝
え
る
の

に
、
ヨ
心意
」
の
仮
面
を
か
ぶ
る
必
要
さ
え
あ
る
。
と

い
う
わ
け
で
拙
著
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[岩波現代金割 四六判 本体2000円

日本資本主義の
大転換

セバスチャン・ルシュノヽり工
新川敏光監訳

日本経済の凋落はなぜ生じ
たのか 「改革の遅れが原
因」とする通俗的な見方を
排して,1980年 代以降の変
化を新たな枠組みで分析

四六 Fl・ 本体3400円

/Jヽ平邦彦が
拓いた数学

上野健爾

複素多様体論の研究で20世
紀数学を牽引した日本人初
のフィールズ賞受賞者,小
平邦彦 その思考の軌跡を
論文や著作をもとに再現す
る     A5fl本体4500円

岩波書店
東京・千代田・―ツ橋

表示価格+税]

http:〃 www
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で
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
や
ジ

ェ
ー
ン

・
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
、
ル
イ
ス

・
キ

ヤ
ロ
ル
か
ら
Ｄ

・
Ｈ

・
ロ
レ
ン
ス
、
ウ
イ
リ
ア
ム

・
フ
ォ
ー
ク
ナ
ー
ま

で
、
英
語
圏
の
作
家
を
題
材
に
し
て
ど
の
よ
う
に
そ
の
テ
ク
ス
ト
か
ら

「
善
意
」
や

「
悪
意
」
が
読
み
取
れ
る
か
を
具
体
的
に
検
討
し
た
の
で
あ

Ｚ一
。善

意
や
丁
寧
さ
の
表
現
は
、
敬
語
や
礼
儀
作
法
の
発
達
し
た
日
本
語
特

有
の
も
の
だ
と
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
語
の
敬
語
は
な
か

な
か
う
ま
く
外
国
語
に
翻
訳
で
き
な
い
と
も
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
敬
意

や
善
意
や
親
し
み
と

い
っ
た
も
の
を
あ
ら
わ
す
コ
ー
ド
は
、
人
間
文
化
に

あ
る
程
度
普
遍
的
に
み
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。
近
年
、
言
語
学

や
行
動
学
で
話
題
に
な
る

「
配
慮

（ポ
ラ
イ
ト
ネ
ス
こ

と
い
う
概
念
も
そ

の
こ
と
を
理
解
す
る
助
け
と
な
る
の
人
が
相
手
に
対
し
て

「
配
慮
」
を
示

す
の
に
ど
の
よ
う
な
方
法
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
運
用
さ
れ

る
の
か
と
い
っ
た
こ
と
を
、
文
化
や
地
域
を
こ
え
て
考
察
す
る
基
盤
は
整

い
つ
つ
あ
る
。
拙
著
で
は
、
そ
う
し
た
態
度
表
明
の
痕
跡
を
、
時
代
を
代

表
す
る
作
品
の
中
に
確
認
す
る
こ
と
で
、　
一
種
の
文
学
史
を
描
い
て
み
よ

つヽ
と
思

っ
た
。

３
　
英
語
教
育
の
出
発
点

そ
こ
で
英
語
教
育
の
話
に
戻
り
た
い
。
善
意
に
し
て
も
親
し
み
に
し
て

も
、
不
満
に
し
て
も
悪
意
に
し
て
も
、
言
葉
に
ま
ぎ
れ
て

「何
と
な
く
相

手
か
ら
感
じ
る
気
分
」
と

い
う
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
は

き
わ
め
て
大
事
な
も
の
だ
。
な
か
な
か
成
文
化
は
で
き
な
い
け
れ
ど
、
何

わ
か
の
形
で
学
習
者
に
知

っ
て
も
ら
う
必
要
が
あ
る
。
と
く
に
シ
グ
ナ
ル

と
し
て
出
し
た
つ
も
り
が
な
い
の
に
、
相
手
に
シ
グ
ナ
ル
と
し
‘
受
け
取

ら
れ
る
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
こ
う
し
た
ル
ー
ル
を
知

っ
て
い
る
か
ど
う

か
は
切
実
な
問
題
と
な
る
。

し
か
し
、
今
、
私
が
言
い
た
い
の
は
、
英
語
教
育
の
ト
ピ

ッ
ク
に
こ
う

し
た

「
配
慮
」
に
つ
い
て
の
項
目
を
追
加
せ
よ
、
と

い
う
こ
と
で
は
な

い
。
む
し
ろ
注
意
を
引
き
た
い
の
は
、
「
配
慮
」
の
働
き
方
を
教
わ
る
に

せ
よ
、
自
ら
学
び
取
る
に
せ
よ
、
学
習
者
に
は
あ
る
準
備
が
必
要
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
言
葉
は
相
手

へ
と
向
か
う

「
興
味
」
な
く
し
て
は
動
き

出
さ
な
い
。
シ
ャ
ド
ウ
ピ

ッ
チ
ン
グ
や
素
振
り
だ
け
で
は
だ
め
な
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
、
相
手
に
愛
と
善
意
を
示
し
ま
し
ょ
う
、
と

い
う

の
で
も
な

い
。
と
き
に
は
悪
意
や
嫌
悪
感
を
持

っ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

で
も
、
善
意
も
親
し
さ
も
冷
淡
も
イ
ラ
イ
ラ
も
、
「
興
味
の
磁
場
」
が
あ

れ
ば
こ
そ
生
ず
る
心
の
働
き
な
の
だ
。
そ
う
や

つ
て

「
興
味
の
圏
域
」
を

あ
ち
こ
ち
に
設
定
す
る
の
が
、
ま
さ
に
人
間
の
文
化
と

い
う
も

の
だ

っ

た
。言

葉
を
学
ぶ
と
き
に
、
そ
う
し
た
要
素
を
な
お
ざ
り
に
し
た
ら
い
っ
た

い
何
を
学
ん
だ
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
。
す
で
に
言
葉
の
か
わ
り
に
、
電

子
デ
ー
タ
に
よ
る
文
字
や
記
号
や
イ
メ
ー
ジ
を
通
し
て
行
わ
れ
る
や
り
収

り
は
多

い
。
そ
の
こ
と
を
嘆
く
人
も

い
る
が
、
言
語
が
通
じ
な
い
人
同
士

が
や
り
取
り
す
る
う
え
で
こ
う
し
た
装
置
が
有
効
な
こ
と
は
認
め
な
け
れ

ば
な
ら
な

い
。
コ
［
葉
的
な
も
の
」
を
代
理
す
る
メ
デ
ィ
ア
は
、
こ
れ
か

ら
も
ど
ん
ど
ん
形
を
変
え
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
変
わ
ら
な
い

も
の
が
あ
る
。
ど
ん
な
や
り
取
り
も
、
注
意
が
向
か
な
け
れ
ば
始
ま
ら
な

い
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
最
低
限
必
要
な
の
は
、
言
葉
や
ジ

エ
ス
チ

ャ
ー
で
す
ら
な
い
の
だ
。
注
意
を
向
け
興
味
を
持

つ
と

い
う
過
程
こ
そ
が

第

一
歩
で
あ
る
。
す
ご
く
当
た
り
前
に
聞
こ
え
る
だ
ろ
う
が
、
そ
ん
な
こ

と
を
あ
ら
た
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
が
今
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ

ョ
ン
の
状
況
な
の
で
あ
る
。

「
英
語
漬
け
」
を
と
な
え
る
人
の
多
く
は
、
お
そ
ら
く

「
何
で
も

い
い

か
ら
、
と
り
あ
え
ず
仕
事
で
英
語
が
使
え
る
よ
う
に
な

っ
て
ほ
し
い
―
」

と
思

っ
て
い
る
。
英
語
な
ん
か
道
具
に
す
ぎ
な
い
。
透
明
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
い
い
。
だ
か
ら

「
つ
べ
こ
べ
言
わ
ず
に
や
れ
」
と
言
う
。
も
ち
ろ
ん

「
つ
べ
こ
べ
言
わ
ず
に
や
れ
」
で
う
ま
く

い
く
こ
と
も
あ
る
。
で
も
、
う

ま
く
い
く
の
は
お
そ
ら
く
、
興
味
と
い
う
要
素
が
が

っ
ち
り
食

い
こ
ん
だ

と
き
だ
。　
一
人
で
日
本
語
の
通
じ
な
い
社
会
に
放
り
出
さ
れ
た
人
な
い
誰

で
も
わ
か
る
だ
ろ
う
が
、
そ
の
根
源
的
な
不
安
は
相
当
な
も
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
必
死
に
な
る
。
必
死
で
ま
わ
り
の
世
界
に
聞
き
耳
を
立
て
る
。

し
か
し
、
こ
の
時
点
で
す
で
に
そ
の
人
は
道
具
と
し
て
の
英
語
な
ど
は
る

か
に
越
え
た
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
て
い
る
。
死
活
問
題
と
し
て
、
英
語

の
周
辺
領
域
に
関
心
を
持
た
ざ
る
を
え
な

い
の
だ
か
ら
。

今
、
熱
く
英
語
教
育
に
つ
い
て
語
る
方
々
に
あ
ら
た
め
て
意
識
し
て
ほ

し
い
の
は
、
こ
の
興
味
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
教
育
現
場
で
言
葉
を
扱

う
以
上
、
興
味
や
関
心
と

「
言
葉
そ
の
も
の
」
と
を
切
り
離
し
て
考
え
る

こ
と
は
不
毛
で
あ
る
。
言
葉
の
向
こ
う
に
は
必
ず
人
間
が
い
る
。
そ
の
人

間
に
ど
の
よ
う
に
注
意
を
向
け
、
何
を
読
み
取
り
、
ど
う
反
応
す
る
か
。

そ
う
し
た
要
素
か
い
切
り
離
し
た
ら
、
言
葉
は
そ
の
養
分
を
失
い
屍
の
よ

う
に
な
る
だ
け
だ
ろ
う
。
こ
ん
な
に
熱
く
英
語
教
育
を
語

っ
て
き
た
の

に
、
な
ぜ
か
人
々
が
英
語
に
つ
い
て
熱
く
な
れ
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
そ

れ
は
英
語
教
育
を
英
語
だ
け
の
こ
と
と
し
て
考
え
て
き
た
た
め
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
ほ
ん
と
う
は

「
英
語
教
育
」
な
ど
と
い
う
領
域
は
存
在
し
な

集合住宅30講
植田 実 ル コルビュジエのユニ

テ ダビタシオンほか19世紀末以

降の内外の名作について縦横に説

き明かす。カラー写真多数。¥4200

パクリ縫鷺

'斉
コピーはイノベーションを末J激する

ラウスティアラ/ス プリグマン コ

ピーが イノベーションを刺激する

法貝」をフォン トなどの具体例で提

示。山形浩生・森本正史訳 ¥3600

世界文学論集
クッツェー エラスムスか らガル

シア =マ ルケスまで、級密でパ ワ
フルな読解 を実践するノーベル賞

作家の全 lイ 篇。田尻芳樹訳 ¥5500

セザンヌ
ダンチェフ セザ ンヌはいかに し
てセザ ンヌになったか。最新の研

究成果から生 まれた伝記決定版。
カラー80頁 。二見史郎他訳 ¥9000

哲 学 へ の 権 利 2

デ リダ なぜ哲学 を学ぶ権利があ
るのか。大学 とは何か―一哲学教

育論の集大成。全 2巻の解説 を付

丸 西山・立花 。馬場ほか訳 ¥721Xl

翼ある夜
ツ ェ ラ ン と キ ー フ ァ ー

関口裕昭 ユダヤ性 とゲルマン性、

相反するはずの方、た りの作品|か も
つ深い関わ りとは。その自J作 のう墨
か ら戦争の記憶が浮上する。¥5800

大脱出
健康、お金、格差の起原

デ ィー トン 2015年度 ノーベル経

済学賞受賞者の最新刊。成長 と健

康の関係から格差のメカニズムを

分析。松本裕訳 [好評4刷 ]¥3800

辞配す1み すず書房
tel,8“ o131● X郊 186435(税 別 )

http:″ www lns2 coip
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い
の
か
も
し
れ
な

い
。
言
葉
を
な
め
て
は

い
け
な

い
。
言
葉

の
根
は
、
人

間
の
奥
深
く
、
神
経
や
内
臓
や
心
や
魂
と

い
っ
た
思

い
が
け
な

い
深
さ
に

ま
で
伸
び
て
い
る
。
地
上
に
出
て
い
る
部
分
だ
け
手
軽
に
所
有
す
れ
ば
ど

ん
な
に
楽
か
と
思
う
。
で
も
、
そ
う
は

い
か
な

い
。

そ
の
先
に
踏
み
出
す
た
め
の
可
能
性
は
あ
ち
こ
ち
に
見
え

て
い
る
。
言

葉
を
使
え
る
よ
う
に
な
る
に
は
、
ま
ず
は
言
葉
に
興
味
を
持

つ
べ
き
だ
。

さ
ら
に
は

「
興
味
を
持

つ
」
と
は
ど
う

い
う

こ
と
か
に
興
味
を
持
ち
た

い
。
文
法
や
訳
読
と

い
っ
た
旧
来

の
教
育
法
も
、
そ
う
し
た
点
で
は
そ
れ

な
り

の
効
果
が
あ

っ
た
。
そ
れ
を

一
生
懸
命
忘
れ
よ
う
と
す
る
の
は
愚
か

な
こ
と
だ
。
「
英
語
教
育
」
と
は

「
英
語
そ
の
も

の
」
な
る
も

の
を
教
え

る
こ
と
だ
と

い
う
幻
想
を
早
く
捨

て
た

い
。
英
語
に
せ
よ
国
語
に
せ
よ
、

せ

っ
か
く
学
校
制
度

の
中
に
、
「
注
意
」
や

「
興
味
」
や

「
意
味
」
が
ど

う
機
能
す
る
の
か
を
考
え
、
対
応
力
を
鍛
え
る
場
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ

れ
ら
が
う
ま
く
活
用
さ
れ
る
こ
と
を
願

っ
て
や
ま
な

い
。

＊
ｌ
　
寺
沢
拓
敬

『「
日
本
人
と
英
語
」
の
社
会
学
』
（研
究
社
）
は
、
こ
の
あ
た
り

の
事
情
に
つ
い
て
デ
ー
タ
を
も
と
に
し
た
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
と
く
に
第
五
章

「英
語
学
習
熱
―

『語
学
ブ
ー
ム
』
は
実
際
ど
れ
だ
け
の
も
の
な
の
か
つ
」
参
照
。

＊
２
　
た
と
え
ば
刀
祢
館
正
明
が

『朝
日
新
聞
』
で
何
度
か
連
載
し
て
い
る

「英
語

を
た
ど
つ
て
」
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
で
も
こ
の
点
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
一
三

年

一
一
月
八
日
夕
刊

「人
材
不
足
は
教
育
の
せ
い
？
」
な
ど
参
照
。

（あ
べ
　
ま
さ
ひ
こ
　
英
米
文
学
）

こ
の
ほ
ど

エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
全
集
の
第
２
巻
を
よ
う
や
く
上
梓
で
き

た
。
こ
の
巻
に
は

『原
論
』
の
整
数
論
と
非
共
測
量
論
が
含
ま
れ
る
。
残

る
は
第
３
巻

（『原
メ聖

第
Ⅲ
巻
以
降
の
立
体
幾
何
学
）
と
、
第
５
巻

（音
楽

論
と
大
文
学
）
と
な

っ
た
。
こ
の
第
２
巻
で
は
、
「
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
に
は

素
因
数
分
解
と
い
う
概
念
が
な
く
、
そ
も
そ
も
３
つ
以
上
の
数
の
積
と
い

う
概
念
が
希
薄
で
あ
る
」
な
ど
の
新
解
釈
を
提
示
し
た
。
数
学

（数
学
教

育
）
分
野
の
読
者
は
こ
の
主
張
に
驚
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
驚
か
れ
た

方
は
是
非
全
集
第
２
巻
を
手
に
と

っ
て
そ
の
根
拠
を
吟
味
し
て
頂
き
た

い
。
縦
書
き
の
本
稿
で
は
、
細
か
い
数
学
的
議
論
は
展
開
し
に
く

い
の

で
、
テ
ク
ス
ト
伝
承
の
問
題
を
と
り
あ
げ
た
い
。
簡
単
に
言
え
ば
、
我
々

が
読
ん
で
い
る
も
の
は
ど
こ
ま
で
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
が
書

い
た
も
の
な
の

か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『原
論
』
の
写
本
と
校
訂
版

現
存
す
る
ギ
リ
シ
ャ
数
学
の
基
本
定
理
集

『原
論
』
は
、

エ
ウ
ク
レ
イ

エ
ウ

ク

レ
イ

デ

ス

の

Ｒ
ゴ

ギ
ｏ
●
∞

弓
①
ｘ
■

斎
藤
　
憲

阿
部
公
彦

斎
藤
兆
史

二
〇
〇
円

二
四
〇
〇
円

善
意
と
悪
意
の
英
文
学
史

語
り
手
は
読
者
を
ど
の
よ
う
に
愛
し
て
き
た
か

小
説
的
思
考
の
ス
ス
メ

「気
に
な
る
部
分
」
だ
ら
け
の
日
本
文
字

四

六

判

阿
部
公
彦

詩
的
思
考
の
め
ざ
め

心
と
言
葉
に
は
ん
と
う
は
起
き
て
い
る
こ
と

四
六

判

　

三
四
〇
東

・
三

た

〇

〇

凹

東
大
の
教
室
で
『
赤
毛
の
ア
ン
』
を
読
む

増
艘

英
文
学
を
遊
ぶ
９
章
十
授
業
の
あ
と
の
オ
マ
ケ
つ
き

Ａ
５
判

・
二
一

斎
藤
兆
史

・
野
崎
歓

英
仏
文
学
戦
記
も
っ
と
愉
じ
む
た
め
の
名
作
案
内

四
六
判

・
■
人
四
頁
　
１
一
〇
〇
円

東
京
大
学
出
版
会

（表
示
は
本
体
価
格
）

デ
ス
に
よ

っ
て
紀
元
前
三
世
紀
前
半
に
編
纂
さ
れ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
西

欧
で
は
十
二
世
紀
に
ア
ラ
ビ
ア
語
か
ら
の
ラ
テ
ン
語
訳
が
な
さ
れ
、
こ
の

翻
訳
に
十
三
世
紀
の
カ
ン
パ
ヌ
ス
が
大
幅
な
注
釈

・
改
訂
を
施
し
た
バ
ー

ジ
ョ
ン
が
大
学
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
わ
れ
て
普
及
し
た
。　
一
四
八
二
年

の
最
初
の
印
刷
版
も
カ
ン
パ
ヌ
ス
版
で
あ

っ
た
。

十
六
世
紀
以
降
は
ギ
リ
シ
ャ
語
写
本
か
ら
の
訳
が
出
版
さ
れ
る
。
我
々

が
読
ん
で
い
る
テ
ク
ス
ト
は
、
デ
ン
マ
ー
ク
の
古
典
学
者

ハ
イ
ベ
ア
が

一

八
八
〇
年
代
に
鉄
道
網
を
駆
使
し
て
欧
州
各
地
の
図
書
館
の
ギ
リ
シ
ャ
語

写
本
を
調
査
し
て
作
成
し
た
校
訂
版
で
あ
る
。

ハ
イ
ベ
ア
は
、
エ
ウ
ク
レ

イ
デ
ス
だ
け
で
な
く
ア
ル
キ
メ
デ
ス
や
ア
ポ
ロ
ニ
オ
ス
も
含
め
、
現
在
使

わ
れ
て
い
る
ギ
リ
シ
ャ
数
学
文
献
の
校
訂
版
を
作
成
し
た
。

こ
の
ハ
イ
ベ
ア
版

『原
論
』
は
、
十
九
世
紀
初
頭
に
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
遠

征
に
随
行
し
た
学
者
が
ヴ
ァ
テ
ィ
カ
ン
図
書
館
か
ら
パ
リ
ヘ
持
ち
帰

っ
た

「非
テ
オ
ン
版
」
の
ギ
リ
シ
ャ
語
写
本
１
９
０
番

（後
に
返
還
さ
れ
た
）
を

非
常
に
重
視
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
四
世
紀
の
数
学
者
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
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