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書　
　
　
　

評

　

奥
山
史
亮

　
『
エ
リ
ア
ー
デ
の
思
想
と
亡
命

ク
リ
ア
ー
ヌ
と
の
関
係
に
お
い
て
』

（
北
海
道
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
二
年
）

辻　
　
　

隆
太
朗

　

周
知
の
よ
う
に
、
学
問
と
し
て
の
「
宗
教
学
」
と
そ
れ
が
依
拠

す
る
「
宗
教
」
と
い
う
概
念
は
、
今
日
厳
し
い
批
判
に
晒
さ
れ
て

い
る
。
そ
れ
ら
の
概
念
が
不
可
避
的
に
帯
び
て
い
る
西
洋
中
心
主

義
や
本
質
主
義
、「
宗
教
」
現
象
を
特
定
の
政
治
的
・
歴
史
的
文

脈
か
ら
遊
離
さ
せ
漂
白
し
、
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
あ
る
い
は
眼

差
し
の
偏
向
に
も
関
わ
ら
ず
偽
装
さ
れ
る
「
宗
教
学
」
言
説
の
透

明
性
や
超
越
性
、
宗
教
学
そ
れ
自
体
が
自
ら
の
超
越
的
視
座
を
信

奉
す
る
宗
教
的
営
為
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
な
ど
。
エ
リ

ア
ー
デ
は
、
こ
う
し
た
宗
教
概
念
論
の
典
型
的
な
批
判
対
象
の
ひ

と
つ
で
あ
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
エ
リ
ア
ー
デ
宗
教
学

で
は
な
く
エ
リ
ア
ー
デ
思
想
を
、
彼
の
亡
命
者
と
し
て
の
在
り
方

と
の
関
係
か
ら
再
評
価
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
書
『
エ
リ
ア
ー

デ
の
思
想
と
亡
命
』
で
あ
る
。

　

本
書
は
エ
リ
ア
ー
デ
が
ル
ー
マ
ニ
ア
人
亡
命
者
組
織
の
機
関
誌

に
掲
載
し
た
論
説
、
ル
ー
マ
ニ
ア
に
残
し
た
家
族
や
同
郷
の
亡
命

者
た
ち
と
交
わ
し
た
書
簡
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
滞
在
期
間
の
『
ポ
ル
ト

ガ
ル
日
記
』
な
ど
、
既
存
の
エ
リ
ア
ー
デ
研
究
で
は
あ
ま
り
顧
み

ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
ル
ー
マ
ニ
ア
語
文
献
を
資
料
と
し
て
用

い
、「
亡
命
者
と
し
て
の
エ
リ
ア
ー
デ
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
彼

の
宗
教
理
論
や
文
学
作
品
の
位
置
付
け
の
再
考
を
試
み
て
い
る
。

　

本
書
は
三
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
章
立
て
は
そ
れ
ぞ
れ
以
下

の
通
り
。

　

第
Ⅰ
部　

亡
命
者
エ
リ
ア
ー
デ
の
思
想
活
動
と
エ
リ
ア
ー

デ
宗
教
学 

／
第
一
章　

ポ
ル
ト
ガ
ル
滞
在
期
に
お
け
る
エ

リ
ア
ー
デ
の
思
想
形
成
／
第
二
章　

ル
ー
マ
ニ
ア
に
対
す
る

エ
リ
ア
ー
デ
の
罪
責
意
識
と
宗
教
理
論
の
形
成
／
第
三
章　

亡
命
者
エ
リ
ア
ー
デ
の
思
想
に
お
け
る
エ
リ
ア
ー
デ
宗
教
学
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第
Ⅱ
部　

亡
命
者
エ
リ
ア
ー
デ
の
思
想
活
動
と
エ
リ
ア
ー

デ
文
学
／
第
四
章　

エ
リ
ア
ー
デ
文
学
を
め
ぐ
る
エ
リ
ア
ー

デ
と
ク
リ
ア
ー
ヌ
の
対
話
／
第
五
章　

エ
リ
ア
ー
デ
文
学
に

お
け
る
「
精
神
」
概
念
に
関
す
る
考
察

　

第
Ⅲ
部　

エ
リ
ア
ー
デ
と
ク
リ
ア
ー
ヌ
の
関
係
／
第
六
章　

鉄
衛
団
運
動
を
め
ぐ
る
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
と
ク
リ
ア
ー
ヌ
／

第
七
章　

ル
ー
マ
ニ
ア
社
会
主
義
政
権
と
の
闘
争
に
お
け
る

エ
リ
ア
ー
デ
と
ク
リ
ア
ー
ヌ
／
第
八
章　

ク
リ
ア
ー
ヌ
か
ら

み
た
エ
リ
ア
ー
デ
宗
教
学
批
判
の
再
考

　

第
Ⅰ
部
で
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
宗
教
理
論
と
亡
命
者
と
し
て
の
思

索
と
の
関
係
を
問
い
、
彼
の
学
問
的
営
為
は
社
会
主
義
政
権
に
対

す
る
エ
リ
ア
ー
デ
の
危
機
感
、
祖
国
に
残
し
た
人
々
へ
の
亡
命
者

と
し
て
の
罪
責
意
識
に
突
き
動
か
さ
れ
た
、
と
い
う
解
釈
を
提
示

す
る
。
第
一
章
で
は
ル
ー
マ
ニ
ア
の
政
情
に
対
す
る
エ
リ
ア
ー
デ

の
恐
怖
感
・
危
機
感
と
、
理
不
尽
に
不
可
避
的
に
襲
い
来
る
苦
難

や
悲
劇
＝「
歴
史
の
恐
怖
」
に
つ
い
て
の
思
索
と
が
重
な
り
合
う

さ
ま
を
読
み
解
く
。
苦
難
を
秩
序
化
す
る
神
話
機
能
が
衰
退
し
た

今
日
に
お
い
て
、「
歴
史
の
恐
怖
」
に
抗
う
術
を
ど
こ
に
見
出
す

か
の
回
答
が
、『
宗
教
学
概
論
』『
永
遠
回
帰
の
神
話
』
に
お
け
る

聖
な
る
も
の
の「
残
存
」と
い
う
概
念
で
あ
る
。
第
二
章
で
は
ル
ー

マ
ニ
ア
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
に
エ
リ
ア
ー
デ
が
見
出
し
た
、
死
を
宇

宙
的
秩
序
の
中
に
再
統
合
さ
れ
る
契
機
と
見
な
し
喜
び
を
も
っ
て

受
容
す
る
ル
ー
マ
ニ
ア
民
族
の
「
精
神
」
概
念
を
取
り
上
げ
、
従

来
は
鉄
衛
団
運
動
と
の
関
連
に
お
い
て
の
み
議
論
さ
れ
が
ち
で

あ
っ
た
そ
れ
を
異
な
る
角
度
か
ら
検
証
し
、
ル
ー
マ
ニ
ア
人
亡
命

者
組
織
の
機
関
誌
に
掲
載
さ
れ
た
言
説
か
ら
、
政
治
的
経
済
的
対

立
を
抱
え
る
ル
ー
マ
ニ
ア
人
亡
命
者
間
で
共
有
可
能
な
文
化
価
値

と
し
て
、「
精
神
」
の
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し

て
い
る
。
第
三
章
で
は
亡
命
者
組
織
機
関
誌
で
の
言
説
か
ら
、
亡

命
者
が
偏
狭
な
民
族
主
義
運
動
に
陥
る
危
険
性
に
対
処
す
る
た
め

「
宇
宙
的
キ
リ
ス
ト
教
」「
遊
牧
民
的
宗
教
」
概
念
が
用
い
ら
れ
て

い
た
こ
と
を
示
し
、
エ
リ
ア
ー
デ
宗
教
学
の
普
遍
性
志
向
と
亡
命

者
た
ち
を
よ
り
広
い
文
化
領
域
に
組
み
入
れ
る
意
図
と
の
関
係
を

指
摘
す
る
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
文
学
作
品
と
、
彼
の
亡
命
者
と

し
て
の
思
想
活
動
と
の
強
い
結
び
つ
き
を
検
証
し
て
い
る
。
彼
の
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文
学
は
ル
ー
マ
ニ
ア
人
を
第
一
の
読
み
手
と
し
て
想
定
し
て
お

り
、
亡
命
者
と
の
関
係
性
に
お
い
て
読
み
解
く
必
要
性
が
強
調
さ

れ
る
。
第
四
章
で
は
エ
リ
ア
ー
デ
と
ク
リ
ア
ー
ヌ
の
往
復
書
簡
の

読
解
を
、
第
五
章
で
は
戦
前
と
戦
後
の
「
精
神
」
概
念
の
用
例
比

較
を
そ
れ
ぞ
れ
中
心
に
、
戦
後
の
エ
リ
ア
ー
デ
作
品
を
「
亡
命
者

が
歴
史
的
現
実
に
抗
う
た
め
の
領
域
を
開
示
す
る
「
現
代
世
界
の

神
話
」」（
一
三
八
）
を
意
図
し
た
も
の
と
し
て
、
ま
た
社
会
主
義

政
権
の
統
制
下
に
あ
る
人
び
と
に
代
わ
っ
て
ル
ー
マ
ニ
ア
の
文

化
・
精
神
を
示
し
後
世
に
遺
す
文
化
活
動
と
解
釈
す
る
。

　

第
Ⅲ
部
で
は
エ
リ
ア
ー
デ
と
そ
の
弟
子
ク
リ
ア
ー
ヌ
と
の
関
係

を
再
検
証
し
、
両
者
の
思
想
の
異
同
が
示
さ
れ
る
。
第
六
章
で
は

鉄
衛
団
問
題
つ
い
て
語
る
こ
と
を
忌
避
す
る
エ
リ
ア
ー
デ
に
対

し
、
彼
の
政
治
的
姿
勢
に
つ
い
て
ク
リ
ア
ー
ヌ
が
何
度
と
な
く
説

明
を
求
め
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
第
七
章
で
は
両
者
の

亡
命
者
と
し
て
の
政
治
的
姿
勢
、
お
よ
び
宗
教
理
論
へ
の
反
映
が

検
証
さ
れ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
は
民
族
の
連
帯
と
存
続
、
亡
命
者
間

の
見
解
の
相
違
を
捨
象
し
一
般
化
す
る
こ
と
に
、
ク
リ
ア
ー
ヌ
は

圧
力
に
屈
せ
ず
亡
命
者
の
苦
難
に
つ
い
て
積
極
的
に
発
言
す
る
こ

と
、
独
裁
政
権
に
よ
る
知
や
情
報
の
操
作
へ
の
抵
抗
に
力
点
を
置

い
た
。
そ
れ
は
普
遍
主
義
的
・
本
質
主
義
的
な
エ
リ
ア
ー
デ
の
理

論
と
、
宗
教
現
象
を
人
間
の
す
べ
て
の
思
考
パ
タ
ー
ン
を
包
摂
す

る
「
シ
ス
テ
ム
」
か
ら
派
生
し
た
断
片
と
見
な
し
て
共
時
的
に
考

察
し
よ
う
と
い
う
ク
リ
ア
ー
ヌ
の
理
論
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
第

八
章
で
は
、
ル
ー
マ
ニ
ア
に
お
け
る
エ
リ
ア
ー
デ
・
ク
リ
ア
ー
ヌ

研
究
の
動
向
を
紹
介
し
つ
つ
、
ク
リ
ア
ー
ヌ
が
エ
リ
ア
ー
デ
思
想

の
超
克
を
試
み
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。

　

本
書
は
宗
教
概
念
論
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
へ
の
反
駁
で
は
な

く
、
彼
の
思
想
の
政
治
性
に
対
す
る
異
な
る
視
点
か
ら
の
解
釈
を

示
し
、
包
括
的
な
エ
リ
ア
ー
デ
理
解
の
可
能
性
を
開
く
試
み
で
あ

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ラ
ッ
セ
ル
・
マ
ッ
カ
チ
オ
ン
は
、
非
還
元

主
義
的
「
宗
教
」
概
念
は
、
特
定
の
文
化
現
象
を
歴
史
的
・
政
治

的
文
脈
か
ら
切
り
離
し
て
特
権
的
地
位
を
与
え
、「
宗
教
学
者
」

の
立
場
も
特
権
化
す
る
と
批
判
し
、「
宗
教
」
を
そ
れ
ぞ
れ
の
コ

ン
テ
キ
ス
ト
の
な
か
に
戻
し
て
再
分
析
す
る
必
要
性
を
強
調
し

た
。
そ
し
て
エ
リ
ア
ー
デ
理
論
の
政
治
性
に
つ
い
て
、
鉄
衛
団
運

動
の
反
近
代
的
・
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
的
・
ル
ー
マ
ニ
ア
民
族
至
上
主

義
的
言
論
の
敷
衍
に
資
し
た
、
と
批
判
し
て
い
る
。
著
者
は
学
術

理
論
と
し
て
の
エ
リ
ア
ー
デ
批
判
の
妥
当
性
は
認
め
つ
つ
、
エ
リ
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ア
ー
デ
の
政
治
性
に
対
す
る
マ
ッ
カ
チ
オ
ン
の
批
判
を
拙
劣
な
も

の
と
し
て
再
批
判
す
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
マ
ッ
カ
チ
オ
ン
は
自

身
が
重
視
す
る
必
要
性
を
訴
え
た
歴
史
的
・
政
治
的
位
置
を
顧
み

る
こ
と
な
く
、
エ
リ
ア
ー
デ
の
政
治
性
を
鉄
衛
団
に
短
絡
的
に
結

び
付
け
て
い
る
。
本
書
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
「
宗
教
」
概
念
を
、
宗

教
概
念
論
に
よ
る
批
判
が
そ
こ
か
ら
切
り
離
し
て
い
た
エ
リ
ア
ー

デ
自
身
の
歴
史
的
・
政
治
的
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
戻
し
、
そ
の
中
で

果
た
し
た
役
割
を
考
察
し
た
も
の
と
し
て
評
価
で
き
る
。

　

そ
の
う
え
で
や
は
り
気
に
な
る
の
は
、
本
書
で
示
さ
れ
た
解
釈

と
、
エ
リ
ア
ー
デ
宗
教
学
の
学
術
理
論
と
し
て
妥
当
性
あ
る
い
は

評
価
が
、
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
、
影
響
す
る
の
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
エ
リ
ア
ー
デ
の
理
論
そ
の
も
の
の
妥
当
性
を
検
討

す
る
こ
と
が
本
書
の
趣
旨
で
は
な
い
こ
と
は
明
言
さ
れ
て
い
る
以

上
こ
れ
は
な
い
も
の
ね
だ
り
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
点
が
語
ら
れ

な
い
以
上
、
エ
リ
ア
ー
デ
宗
教
学
の
今
日
的
意
義
は
、
や
は
り
不

鮮
明
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
い
さ
さ
か
ナ
イ
ー
ブ
過
ぎ
る
認

識
か
も
し
れ
な
い
が
、
理
論
そ
の
も
の
の
妥
当
性
を
評
価
す
る
の

に
、
そ
れ
が
生
み
出
さ
れ
た
背
景
が
ど
れ
ほ
ど
重
要
な
の
だ
ろ
う

か
、
と
の
思
い
は
拭
え
な
い
の
で
あ
る
。
本
書
が
解
明
し
た
事
柄

と
彼
の
学
術
理
論
の
妥
当
性
に
つ
い
て
の
批
判
が
無
関
係
な
の
で

あ
れ
ば
、
彼
の
亡
命
者
と
し
て
の
思
索
か
ら
人
物
伝
と
し
て
学
ぶ

と
こ
と
は
あ
ろ
う
が
、
彼
の
学
術
理
論
の
再
評
価
に
は
つ
な
が
ら

な
い
だ
ろ
う
。
著
者
の
言
う
よ
う
に
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
理
論
上
の

差
異
の
軽
視
や
一
般
化
を
、（
亡
命
者
組
織
に
お
い
て
は
、
と
い

う
留
保
が
あ
る
と
は
い
え
）
政
治
的
効
果
を
意
識
し
な
が
ら
確
信

的
に
行
な
っ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
政
治
的
主
張
の
学
術
理
論

へ
の
偽
装
と
い
う
、
宗
教
概
念
論
が
批
判
す
る
ま
さ
に
典
型
例
で

あ
る
と
も
取
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
本
書
で
開
か
れ
た
視
座
か

ら
エ
リ
ア
ー
デ
宗
教
学
そ
れ
自
体
を
ど
う
再
評
価
す
る
か
と
い
う

問
題
は
、
避
け
て
通
れ
る
問
題
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

ま
た
鉄
衛
団
問
題
に
直
結
し
て
語
ら
れ
が
ち
だ
っ
た
エ
リ
ア
ー

デ
の
政
治
的
姿
勢
に
つ
い
て
、
別
の
解
釈
可
能
性
が
提
示
さ
れ
た

こ
と
は
重
要
な
意
義
を
持
つ
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
エ
リ
ア
ー
デ

と
鉄
衛
団
周
辺
の
関
係
そ
れ
自
体
に
関
し
て
は
、
本
書
の
記
述
は

既
知
の
事
実
を
再
確
認
し
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
、
と
い
う
印
象
を

覚
え
る
。
著
者
は
エ
リ
ア
ー
デ
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
・
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
・

民
族
主
義
的
傾
向
へ
の
接
近
に
つ
い
て
の
最
終
的
な
判
断
を
保
留

し
て
い
る
が
、そ
れ
ら
の
批
判
の
端
緒
と
な
っ
た
『
ト
ラ
ド
ー
ト
』

－44－



論
文
の
信
ぴ
ょ
う
性
の
低
さ
と
い
う
点
を
別
に
す
れ
ば
、
本
書
の

知
見
は
エ
リ
ア
ー
デ
に
対
す
る
こ
の
点
で
の
断
罪
に
対
し
て
は
無

力
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
鉄
衛
団
自
体
の
研
究
の
深
化

の
必
要
性
や
資
料
上
の
困
難
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
一
層
の
進
展
を

期
待
し
た
い
。

書　
　
　
　

評

　

辻
隆
太
朗
著

　
『
世
界
の
陰
謀
論
を
読
み
解
く

―
ユ
ダ
ヤ
・
フ
リ
ー
メ
ー
ソ
ン
・　

イ
ル
ミ
ナ
テ
ィ
―
』

（
講
談
社
新
書
、
二
〇
一
二
年
）

奥　

山　

史　

亮

　

本
書
は
、二
〇
一
二
年
二
月
の
刊
行
以
来
、複
数
の
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
で
取
り
あ
げ
ら
れ
、
再
版
す
る
ほ
ど
の
売
れ
行
き
を
み
せ
て
い

る
。
陰
謀
論
と
い
う
、
身
近
に
存
在
す
る
が
ま
と
ま
っ
た
か
た

ち
で
研
究
対
象
と
さ
れ
に
く
い
現
象
を
取
り
あ
げ
て
い
る
主
題
の

面
白
さ
が
人
気
の
理
由
で
あ
ろ
う
。
本
書
は
、
研
究
者
が
利
用
す

る
た
め
の
学
術
書
で
は
な
く
新
書
で
あ
る
た
め
、
数
多
く
の
一
般

読
者
の
手
に
行
き
渡
り
陰
謀
論
に
関
す
る
情
報
を
広
め
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
陰
謀
論
に
関
し
て
調
査
し
た
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