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序
章

｢
種
蒔
く
人
﹂
の
教
養
メ
デ
ィ
ア

�

｢
岩
波
文
化
﹂
の
広メ

告デ

媒ィ

体ア

二
〇
一
五
年
現
在
︑
岩
波
書
店
Ｈ
Ｐ
の
﹃
図
書
﹄
コ
ー
ナ
ー
に
は
次
の
自
己
Ｐ
Ｒ
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
︒

『
図
書
﹄
は
大
勢
の
知
的
好
奇
心
あ
ふ
れ
る
読
者
に
半
世
紀
以
上
愛
読
さ
れ
て
き
た
﹁
読﹅

書﹅

家﹅

の﹅

雑﹅

誌﹅

﹂
で
す
︒
古
今
東

西
の
名
著
を
め
ぐ
る
と
っ
て
お
き
の
話
や
エ
ピ
ソ
ー
ド
︑
心
を
打
つ
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ス
ト
ー
リ
ー
︑
旅
の
と
き
め
き
体
験
︑

人
生
へ
の
思
索
な
ど
を
綴
る
︑
滋
味
あ
ふ
れ
る
エ
ッ
セ
イ
の
数
々
︒
文
学
・
芸
術
・
学
問
の
面
白
さ
を
語
る
対
談
・
座

談
・
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
︒
若
手
か
ら
ベ
テ
ラ
ン
ま
で
﹃
図
書
﹄
な
ら
で
は
の
一
流
の
執
筆
陣
が
書
き
下
ろ
す
文
章
の
力
と
味

わ
い
は
︑
日
常
生
活
に
ピ
リ
ッ
と
刺
激
を
与
え
る
ス
パ
イ
ス
の
働
き
を
す
る
は
ず
で
す
︒
魅
力
的
な
本
と
の
出
会
い
の
場
︑

読
書
の
新
し
い
愉
し
み
発
見
の
場
と
し
て
月
刊
﹃
図
書
﹄
の
定
期
購
読
を
お
す
す
め
い
た
し
ま
す
︒
巻
末
の
新
刊
案
内
は

岩
波
書
店
の
出
版
活
動
の
最
新
情
報
を
い
の
一
番
に
お
届
け
す
る
﹁
読﹅

者﹅

と﹅

岩﹅

波﹅

書﹅

店﹅

を﹅

結﹅

ぶ﹅

ホ﹅

ッ﹅

ト﹅

ラ﹅

イ﹅

ン﹅

﹂
で
す
︒

綴
じ
込
み
の
〈
書
籍
注
文
ハ
ガ
キ
〉
も
ご
利
用
く
だ
さ
い
︒

冒
頭
に
あ
る
﹁
読
書
家
の
雑
誌(�
)

﹂
と
は
︑
一
般
に
﹁
書
物
雑
誌
﹂
﹁
愛
書
雑
誌
﹂
を
示
す
と
理
解
さ
れ
る
︒
古
典
や
古
書
の

書
誌
や
内
容
を
論
じ
︑
﹁
過
去
﹂
に
出
版
さ
れ
た
本
に
熱
い
視
線
が
注
が
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
一
方
︑
同
じ
紹
介
文
の
末

序章 ｢種蒔く人」の教養メディア
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尾
に
あ
る
﹁
読
者
と
岩
波
書
店
を
結
ぶ
ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン
﹂
と
い
う
表
現
は
自
社
が
﹁
こ
れ
か
ら
﹂
︑
す
な
わ
ち
﹁
近
未
来
﹂
に

出
す
本
を
告
知
す
る
Ｐ
Ｒ
誌
の
使
命
を
語
っ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
過
去
向
き
の
﹁
書
物
雑
誌
﹂
と
未
来
向
き
の
﹁
Ｐ
Ｒ
誌
﹂
の

両
面
を
現
在
の
﹃
図
書
﹄
も
有
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
︒

現
在
と
の
比
較
の
た
め
に
︑
戦
前
﹃
図
書
﹄
に
関
す
る
岩
波
書
店
の
自
己
規
定
も
引
い
て
お
き
た
い
︒
﹃
雑
誌
年
鑑

昭
和
十

四
年
版
』
(
日
本
読
書
新
聞
社
︑
一
九
三
九
年
)
の
巻
頭
広
告
﹁
岩
波
書
店
雑
誌
﹂
の
文
章
で
あ
る
︒

本
誌
は
岩﹅

波﹅

書﹅

店﹅

の﹅

月﹅

報﹅

と
し
て
誕
生
せ
る
も
の
で
あ
つ
て
︑
弊
店
の
刊
行
物
や
事
業
に
就
て
速
報
し
或
は
詳
報
し
︑
併

せ
て
我
国
の
学
芸
・
読
書
・
出
版
に
関
す
る
情
報
︑
海
外
の
文
化
に
就
て
の
話
柄
を
伝
へ
︑
且
つ
著
述
家
の
図
書
に
関
す

る
随
筆
感
想
そ
の
他
の
好
読
物
︑
新
刊
の
書
評
等
を
収
め
︑
小
冊
子
乍
ら
読
書
家
と
弊
店
と
の
連
絡
機
関
た
ら
し
め
る
と

共
に
広
く
読
書
家
の
関
心
に
添
は
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
︒
読﹅

書﹅

家﹅

の﹅

栞﹅

と
し
て
既
に
好
評
を
博
し
て
ゐ
る
︒

一
九
四
〇
年
当
時
︑
定
価
五
銭
の
﹁
読
書
家
の
栞
﹂
に
対
し
て
︑
そ
れ
以
外
の
﹁
岩
波
書
店
雑
誌
﹂
︑
す
な
わ
ち
﹃
思
想
』

(
一
九
二
一
年
創
刊
)
︑
﹃
科
学
』
(
一
九
三
一
年
創
刊
)
︑
﹃
文
学
』
(
一
九
三
三
年
創
刊
)
︑
﹃
教
育
』
(
同
年
)
は
す
べ
て
定
価
五
〇
銭
だ
っ
た
︒

こ
う
し
た
価
格
設
定
や
発
行
部
数
か
ら
見
て
も
︑
﹃
図
書
﹄
が
﹁
一
般
雑
誌
﹂
と
は
異
な
る
広
告
媒
体
(
メ
デ
ィ
ア
)
的
性
格
を

持
っ
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒

｢

出
版
社
Ｐ
Ｒ
誌
﹂
の
代
表
格

い
ま
も
出
版
社
Ｐ
Ｒ
誌(
)

は
数
多
く
刊
行
さ
れ
て
い
る
︒
本
好
き
な
ら
一
〇
誌
ぐ
ら
い
タ
イ
ト
ル
を
挙
げ
る
こ
と
に
造
作
は
な

い
だ
ろ
う
︒
た
と
え
ば
︑
﹃
一
冊
の
本
』
(
朝
日
新
聞
出
版
)
︑
﹃
本
の
旅
人
』
(
角
川
書
店
)
︑
﹃
ラ
ン
テ
ィ
エ
』
(
角
川
春
樹
事
務
所
)
︑

﹃
sc
rip
ta
』
(
紀
伊
國
屋
書
店
出
版
部
)
︑
﹃
P
O
N
T
O
O
N
』
(
幻
冬
舎
)
︑
﹃
本
』
(
講
談
社
)
︑
﹃
鴨
東
通
信
』
(
思
文
閣
出
版
)
︑
﹃
青
春
と
読

2



書
』
(
集
英
社
)
︑
﹃
春
秋
』
(
春
秋
社
)
︑
﹃
本
の
窓
』
(
小
学
館
)
︑
﹃
波
』
(
新
潮
社
)
︑
﹃
世
界
思
想
』
(
世
界
思
想
社
)
︑
﹃
創
文
』
(
創
文
社
)
︑

﹃
経
』
(
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社
)
︑
﹃
ち
く
ま
』
(
筑
摩
書
房
)
︑
﹃
Ｕ
Ｐ
』
(
東
京
大
学
出
版
会
)
︑
﹃
同
時
代
通
信
』
(
同
時
代
社
)
︑
﹃
本
と
も
』
(
徳

間
書
店
)
︑
﹃
機
』
(
藤
原
書
店
)
︑
﹃
a
sta
*』
(
ポ
プ
ラ
社
)
︑
﹃
學
鐙
』
(
丸
善
)
︑
﹃
み
す
ず
』
(
み
す
ず
書
房
)
︑
﹃
究
』
(
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
)
︑

﹃
未
来
』
(
未
來
社
)
︑
﹃
書
斎
の
窓
』
(
有
斐
閣
)
︑
﹃
本
郷
』
(
吉
川
弘
文
館
)
⁝
⁝
な
ど
で
あ
る
︒

厳
し
い
﹁
出
版
不
況
﹂
が
続
く
な
か
で
休
刊
し
た
出
版
社
Ｐ
Ｒ
誌
も
多
く
︑
二
〇
一
五
年
に
﹃
辞
書
の
ほ
ん
』
(
大
修
館
書
店
)
︑

二
〇
〇
八
年
に
﹃
ウ
フ
．
』
(
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス
)
︑
二
〇
〇
九
年
に
﹃
本
が
好
き
！
』
(
光
文
社
)
︑
二
〇
一
一
年
に
﹃
本
の
話
』
(
文
藝

春
秋
)
︑
﹃
月
刊
百
科
』
(
�
凡
社
)
︑
二
〇
一
三
年
に
﹃
本
の
時
間
』
(
毎
日
新
聞
社
出
版
局
)
︑
﹃
星
星
峡
』
(
幻
冬
舎
)
な
ど
が
消
え
て
い

る(�
)

︒
今
後
も
紙
媒
体
の
Ｐ
Ｒ
誌
は
減
少
し
て
ゆ
く
だ
ろ
う
︒

日
本
で
最
初
の
出
版
社
Ｐ
Ｒ
誌
は
一
八
九
七
(
明
治
三
〇
)
年
創
刊
の
﹃
學
鐙(�
)

』
(
た
だ
し
︑
一
九
〇
二
年
の
第
五
六
号
ま
で
の

正
式
タ
イ
ト
ル
は
﹃
學
の
鐙
﹄
)
だ
が
︑
洋
書
輸
入
が
本
業
の
た
め
内
容
も
洋
書
の
紹
介
や
海
外
新
着
カ
タ
ロ
グ
が
中
心
だ
っ
た
︒

書
誌
学
者
・
岡
野
他
家
夫
は
﹁
丸
善
の
広
告
用
雑
誌
﹂
が
﹁
我
が
国
の
学
界
︑
読
書
界
に
果
し
て
き
た
役
割
は
特
筆
に
も
値
し

よ
う
﹂
と
す
で
に
戦
前
に
高
く
評
し
て
い
る(�
)

︒
戦
後
の
﹃
學
鐙
﹄
の
評
価
に
つ
い
て
は
︑
浦
松
佐
美
太
郎
﹁
學
鐙
と
日
本
文

化
｣
(﹃
學
鐙
﹄

周
年
記
念
特
集
号
)
が
興
味
深
い
指
摘
を
し
て
い
る
︒
浦
松
は
自
社
商
品
を
広
告
す
る
雑
誌
を
﹁
宣
伝
広
告
雑

60

誌
﹂
と
言
い
︑
﹁
外
国
の
書
籍
雑
誌
の
最
大
の
輸
入
商
と
し
て
の
丸
善
﹂
の
立
場
こ
そ
が
﹁
宣
伝
広
告
雑
誌
﹂
と
は
異
な
る

﹁
Ｐ
Ｒ
誌
﹂
を
可
能
に
し
た
と
す
る(!
)

︒

そ
の
六
年
前
︑
浦
松
は
﹃
図
書
﹄
に
﹁
岩
波
茂
雄
さ
ん
の
こ
と
｣
(
一
九
五
七
年
一
〇
月
号
)
を
書
い
て
い
る
︒
東
京
商
科
大
学

(
現
・
一
橋
大
学
)
の
学
生
だ
っ
た
浦
松
は
︑
関
東
大
震
災
直
後
か
ら
岩
波
書
店
に
出
入
り
し
て
い
た
︒
浦
松
は
Ｅ
・
ウ
ィ
ム
パ

ー
﹃
ア
ル
プ
ス
登
攀
記
』
(
岩
波
文
庫
︑
一
九
三
六
年
)
の
翻
訳
や
山
岳
紀
行
﹃
た
っ
た
一
人
の
山
』
(
文
藝
春
秋
︑
一
九
四
一
年
)
な
ど

で
知
ら
れ
る
登
山
家
で
︑
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
し
て
近
衛
文
麿
の
相
談
役
の
一
人
で
も
あ
っ
た
︒
岩
波
書
店
ら
し
い
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
二
つ
紹
介
し
て
い
る
︒

序章 ｢種蒔く人」の教養メディア
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あ
る
法
律
学
者
か
ら
︑
そ
の
人
の
本
を
岩
波
書
店
か
ら
出
し
た
い
か
ら
頼
ん
で
み
て
く
れ
な
い
か
と
言
わ
れ
た
こ
と
が
あ

る
︒
そ
し
て
私
は
そ
の
原
稿
を
持
っ
て
岩
波
さ
ん
の
所
へ
行
っ
た
の
だ
が
︑
そ
れ
か
ら
一
カ
月
ほ
ど
し
て
岩
波
書
店
で
は

遺
憾
な
が
ら
出
版
を
お
引
受
け
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
︑
そ
の
お
断
り
の
挨
拶
に
は
︑
支
配
人
の
堤
さ

ん
が
︑
立
派
な
風
呂
敷
に
原
稿
を
包
み
︑
羽
織
︑
袴
で
わ
ざ
わ
ざ
私
の
家
ま
で
来
ら
れ
た
︒
私
は
岩
波
書
店
の
折﹅

目﹅

の﹅

正﹅

し﹅

さ﹅

に
感
心
さ
せ
ら
れ
た
︒

こ
れ
を
﹁
折
目
の
正
し
さ
﹂
と
見
る
か
︑
慇
懃
無
礼
と
取
る
か
は
人
に
よ
る
だ
ろ
う
︒
も
う
一
つ
は
︑
浦
松
が
あ
る
岩
波
文

庫
中
に
﹁
恥
し
い
よ
う
な
誤
訳
﹂
が
あ
る
と
岩
波
茂
雄
に
話
し
た
と
き
の
対
応
で
あ
る
︒

暫
く
た
っ
て
岩
波
さ
ん
は
そ
の
本
を
絶
版
に
す
る
と
言
わ
れ
た
︒
そ
し
て
翻
訳
者
に
話
し
た
ら
翻
訳
者
が
改
訳
を
す
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
︑
私
に
も
ぜ
ひ
協
力
し
て
欲
し
い
と
頼
ま
れ
た
︒
自
分
か
ら
言
い
出
し
た
こ
と
な
の
で
︑
私
は
原
書
を

片
手
に
誤
訳
の
訂
正
と
い
う
面
倒
な
仕
事
を
し
た
︒
そ
れ
が
終
っ
た
と
き
翻
訳
者
か
ら
は
何
の
挨
拶
も
な
か
っ
た
が
︑
岩

波
さ
ん
は
私
の
所
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
お
礼
の
挨
拶
に
見
え
た
︒
そ
し
て
後
に
店
の
人
が
お
礼
の
金
ま
で
持
参
さ
れ
た
︒
私
は

自
分
か
ら
言
い
出
し
た
こ
と
の
後
始
末
の
た
め
に
お
手
伝
い
し
た
の
だ
か
ら
お
礼
は
頂
戴
で
き
な
い
と
お
断
り
し
た
ら
︑

こ
ん
ど
は
岩
波
さ
ん
か
ら
晩
餐
の
ご
馳
走
に
な
っ
た
︒

岩
波
茂
雄
の
御
馳
走
に
招
か
れ
た
﹃
學
鐙
﹄
執
筆
者
は
浦
松
だ
け
で
は
な
い
︒
﹃
學
鐙
﹄

周
年
記
念
特
集
号
に
は
︑
長
谷

60

川
如
是
閑
︑
福
原
麟
太
郞
︑
中
野
好
夫
︑
寺
田
透
︑
渡
辺
一
夫
︑
柳
田
泉
な
ど
﹃
図
書
﹄
の
寄
稿
者
が
並
ん
で
い
る
︒
さ
ら
に

同
号
に
は
︑
﹁
岩
波
書
店
重
役
﹂
の
肩
書
き
で
吉
野
源
三
郎
も
﹁
た
い
し
た
仕
事
﹂
を
寄
稿
し
て
い
る($
)

︒
吉
野
は
大
正
末
年
の

4



学
生
時
代
を
こ
う
回
想
し
て
い
る
︒

私
た
ち
の
年
代
で
多
少
と
も
学
芸
に
専
門
的
な
興
味
を
も
っ
た
こ
と
の
あ
る
人
な
ら
︑
誰
で
も
そ
の
若
い
こ
ろ
の
思
い
出

の
中
に
︑
丸
善
の
二
階
の
︑
あ
の
洋
書
部
の
記
憶
を
も
っ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
と
思
う
︒
(
中
略
)
い
ま
思
い
出
す
と

袂
袒
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
袂
袒
丸
善
に
通
っ
た
度
数
の
方
が
研
究
室
に
出
入
り
し
た
度
数
よ
り
も
多
か
っ
た

よ
う
な
気
さ
え
す
る
︒
関
東
大
震
災
の
あ
と
だ
っ
た
せ
い
か
︑
研
究
室
に
は
同
時
代
の
著
作
が
少
く
︑
私
た
ち
は
︑
む
し

ろ
丸
善
の
書
棚
か
ら
同
時
代
の
生
き
生
き
し
た
研
究
や
同
時
代
の
思
潮
を
吸
収
し
︑
新
鮮
な
刺
戟
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
(
中
略
)
桑
木
厳
翼
先
生
や
伊
藤
吉
之
助
先
生
の
お
宅
を
訪
ね
る
と
︑
机
の
上
や
書
棚
の
上
な
ど
に
︑

よ
く
﹃
學
鐙
﹄
が
お
い
て
あ
っ
た(%
)

︒

東
京
帝
大
に
お
け
る
吉
野
の
恩
師
︑
桑
木
厳
翼
と
伊
藤
吉
之
助
の
名
前
が
挙
が
っ
て
い
る
︒
い
ず
れ
も
岩
波
書
店
ゆ
か
り
の

哲
学
者
で
︑
桑
木
は
﹃
カ
ン
ト
と
現
代
の
哲
学
』
(
一
九
一
七
年
)
な
ど
の
著
者
︑
伊
藤
は
﹃
岩
波
哲
学
小
辞
典
』
(
一
九
三
〇
年
)
の

編
纂
者
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
吉
野
は
﹁
ほ
と
ん
ど
一
手
に
洋
書
の
輸
入
に
あ
た
っ
て
来
た
丸
善
は
︑
長
い
間
︑
日
本
に
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
の
近
代
的
精
神
を
吹
き
込
む
大
き
な
窓
に
な
っ
て
い
た
﹂
事
実
を
認
め
た
上
で
︑
次
の
よ
う
に
書
き
留
め
て
い
る
︒
﹁
な

つ
か
し
く
な
っ
て
︑
宣
伝
部
の
本
庄
さ
ん
に
頼
ん
で
昭
和
初
年
の
〔﹃
學
鐙
﹄
〕
合
本
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
が
︑
毎
号
殆
ん
ど
読
み

も
の
の
記
事
の
な
い
︑
広﹅

告﹅

ば﹅

か﹅

り﹅

の﹅

冊﹅

子﹅

だ
っ
た
こ
と
を
発
見
し
て
意
外
な
気
が
し
た
︒
あ﹅

ん﹅

な﹅

に﹅

新﹅

鮮﹅

な﹅

感﹅

じ﹅

で
頁
を
め

く
っ
た
の
は
︑
な
ん
に
因
る
の
か
し
ら
袂
袒
と
思
っ
た((
)

﹂
︒

次
章
で
検
討
す
る
が
﹁
広
告
ば
か
り
の
冊
子
﹂
で
あ
っ
て
も
﹁
あ
ん
な
に
新
鮮
な
感
じ
﹂
だ
っ
た
の
は
︑
お
そ
ら
く
﹃
図

書
﹄
の
前
身
で
あ
る
﹃
岩
波
書
店
新
刊
﹄
を
手
に
し
た
読
者
も
同
じ
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

い
ず
れ
に
せ
よ
︑
国
内
書
籍
を
扱
う
出
版
社
Ｐ
Ｒ
誌
と
し
て
は
﹃
図
書
﹄
は
現
存
最
古
で
あ
る
︒
大
半
の
も
の
は
戦
後
︑
と
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く
に
一
九
五
〇
年
代
後
半
以
後
に
登
場
し
て
い
る
︒
そ
の
た
め
︑
出
版
社
Ｐ
Ｒ
誌
の
典
型
と
し
て
﹃
図
書
﹄
が
言
及
さ
れ
る
こ

と
は
少
な
く
な
い
︒
た
と
え
ば
︑
一
九
七
〇
年
代
の
出
版
社
Ｐ
Ｒ
誌
概
況
を
山
川
次
郎
は
次
の
よ
う
に
レ
ビ
ュ
ー
し
て
い
る
︒

出
版
社
の
Ｐ
Ｒ
誌
は
﹃
図
書
』
(
岩
波
書
店
)
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
︑
廉
価
で
あ
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
︒
二
十
円
︑
五
十

円
が
ふ
つ
う
で
︑
高
く
て
も
百
円
で
あ
る
︒
書
店
に
よ
っ
て
は
︑
読
者
サ
ー
ビ
ス
と
し
て
無
料
で
配
布
し
て
い
る
と
こ
ろ

が
あ
る
︒
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
Ａ
�
判
で
四
十
頁
内
外
︒
(
中
略
)
ま
た
Ｐ
Ｒ
誌
を
出
す
の
は
専
門
書
出
版
社
が
多
い
の
で
︑

内
容
も
自
ず
と
専
門
的
に
な
っ
て
︑
そ
の
分
野
の
専
門
研
究
者
の
寄
稿
が
掲
載
︑
連
載
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
専
門
誌
と
し

て
も
読
み
ご
た
え
の
あ
る
も
の
が
多
い
︒
そ
し
て
︑
そ
の
連
載
を
一
冊
の
本
に
ま
と
め
た
も
の
も
少
な
く
な
い(
)

︒
10

半
世
紀
近
い
時
が
経
過
し
︑
値
段
は
袂
袒
﹃
図
書
﹄
の
定
価
は
一
九
七
七
年
の
二
〇
円
か
ら
現
在
の
一
〇
〇
円
に
袂
袒
変
わ

っ
た
と
し
て
も
︑
基
本
的
に
は
今
日
も
同
様
で
あ
る
︒
た
だ
し
︑
右
記
の
Ｐ
Ｒ
誌
が
﹁
定
価
﹂
で
店
頭
販
売
さ
れ
て
い
る
現
場

を
私
は
一
度
も
目
撃
し
た
こ
と
が
な
い(
)

︒
﹃
み
す
ず
﹄
や
﹃
學
鐙
﹄
以
外
の
出
版
社
Ｐ
Ｒ
誌
の
多
く
は
二
〇
一
五
年
現
在
も
定

11

価
一
〇
〇
円
だ
が
︑
そ
れ
は
定
期
購
読
者
へ
の
郵
送
経
費
を
意
味
し
て
お
り
︑
雑
誌
本
体
は
テ
イ
ク
フ
リ
ー
の
広
告
媒
体
と
考

え
る
べ
き
だ
ろ
う
︒

こ
の
出
版
社
Ｐ
Ｒ
誌
の
広
告
は
﹁
新
刊
案
内
﹂
と
呼
ば
れ
る
が
︑
そ
の
予
告
的
性
格
は
﹁
雑
誌
﹂
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
特
性
︑

つ
ま
り
先
取
り
志
向
性
を
象
徴
し
て
い
る
︒
月
刊
で
あ
れ
週
刊
で
あ
れ
雑
誌
は
発
行
日
の
﹁
少
し
前
﹂
に
読
ま
れ
る
特
異
な
活

字
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
︒
他
の
活
字
メ
デ
ィ
ア
と
比
較
し
て
み
れ
ば
よ
い
︒
書
物
は
発
行
日
以
後
に
︑
新
聞
は
そ
の
当
日
に
読
ま

れ
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
︒
だ
か
ら
︑
学
年
別
学
習
雑
誌
の
四
月
号
を
入
学
前
の
三
月
に
読
ん
で
育
っ
た
中
年
以
上
の
世
代
な
ら
︑

こ
う
し
た
﹁
前
の
め
り
の
ア
ク
セ
ス
﹂
を
﹁
雑
誌
的
﹂
と
呼
ん
で
も
違
和
感
は
な
い
は
ず
だ
︒
書
物
の
﹁
過
去
﹂
で
も
新
聞
の

﹁
現
在
﹂
で
も
な
く
︑
雑
誌
と
は
﹁
近
未
来
﹂
に
発
行
日
を
持
つ
特
殊
な
メ
デ
ィ
ア
な
の
で
あ
る(
)

︒
そ
の
上
で
現
行
の
﹃
図
書
﹄

12
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の
発
行
は
﹁
毎
月
一
日
﹂
︑
つ
ま
り
一
〇
月
号
な
ら
一
〇
月
一
日
で
あ
る
︒
﹃
世
界
﹄
の
一
〇
月
号
が
九
月
一
〇
日
発
売
と
は
大

き
く
異
な
る
︒
﹁
書
物
雑
誌
﹂
の
過
去
志
向
と
﹁
新
刊
広
告
﹂
の
近
未
来
志
向
が
ち
ょ
う
ど
均
衡
す
る
時
点
が
﹃
図
書
﹄
の

﹁
毎
月
一
日
﹂
な
の
だ
ろ
う
︒

出
版
社
の
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル

｢
Ｐ
Ｒ
誌
は
出
版
社
の
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
﹂
と
題
し
た
丸
谷
才
一
︑
三
浦
雅
士
︑
島
森
路
子
の
鼎
談
が
﹃
東
京
人
﹄

一
九
九
六
年
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
て
い
る(
)

︒
丸
谷
に
よ
れ
ば
︑
自
社
以
外
の
本
ま
で
含
め
読
書
全
般
を
論
じ
る
日
本
独
特
の
出

13

版
社
Ｐ
Ｒ
誌
の
原
形
を
つ
く
っ
た
雑
誌
が
﹃
図
書
﹄
で
あ
る
︒
出
版
社
の
ス
テ
イ
タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
が
文
芸
誌
か
ら
Ｐ
Ｒ
誌
に

変
わ
っ
て
き
た
と
も
述
べ
て
い
る
が
︑
﹃
図
書
﹄
を
モ
デ
ル
と
す
る
出
版
社
Ｐ
Ｒ
誌
の
本
質
的
な
矛
盾
も
丸
谷
は
指
摘
し
て
い

る
︒
﹁
そ
の
社
で
出
し
た
本
を
そ
の
Ｐ
Ｒ
誌
で
褒
め
た
文
章
は
あ
や
し
い
︑
く
ら
い
の
こ
と
を
思
う
に
決
ま
っ
て
る
読
者
を
相

手
に
し
て
い
る
わ
け
で
し
ょ
う
︒
だ
か
ら
︑
出
版
社
の
Ｐ
Ｒ
誌
は
本
質
的
に
も
の
す
ご
い
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
わ
け
で
す
ね(
)

﹂
︒

14

な
る
ほ
ど
︑
そ
の
通
り
で
あ
る
︒
も
ち
ろ
ん
︑
﹁
岩
波
書
店
で
出
す
本
で
﹃
図
書
﹄
を
論
じ
る
文
章
は
あ
や
し
い
と
思
う
読

者
﹂
に
向
け
て
私
は
本
書
を
執
筆
す
る
つ
も
り
だ
︒
そ
れ
は
と
も
か
く
︑
﹃
東
京
人
﹄
の
鼎
談
で
は
島
森
路
子
の
発
言
が
ま
ず

興
味
深
い
︒
島
森
は
講
談
社
の
児
童
書
編
集
者
か
ら
天
野
祐
吉
の
マ
ド
ラ
・
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
入
り
︑
﹃
広
告
批
評
﹄
創
刊

に
た
ず
さ
わ
っ
て
︑
当
時
は
そ
の
二
代
目
編
集
長
で
あ
る
︒

｢
図
書
﹂
は
部
数
が
三
十
四
万
部
と
︑
と
て
つ
も
な
く
多
い
ん
で
す
ね
︒
﹁
そ
ん
な
に
出
て
い
る
の
﹂
と
ち
ょ
っ
と
驚
い
た

ん
で
す
け
ど
︑
そ
れ
で
も
︑
や
は
り
読
者
は
選
ば
れ
て
い
る
と
い
う
感
じ
が
す
る
︒
知
識
階
級
と
い
う
か
︑
イ
ン
テ
リ
層
︑

あ
る
い
は
そ
の
予
備
軍(
)

︒
15
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さ
す
が
に
数
字
は
正
確
で
あ
る
︒
公
称
三
四
万
部
も
驚
く
べ
き
だ
が
︑
﹃
本
の
情
報
事
典
』
(
一
九
九
一
年
)
に
よ
れ
ば
﹁
そ
の

う
ち
︑
予
約
購
読
二
十
万
と
い
う
読
者
層
の
厚
さ
で
群
を
抜
い
て
い
る(
)

﹂
︒
島
森
は
﹃
図
書
﹄
と
他
社
の
Ｐ
Ｒ
誌
を
次
の
よ
う

16

に
比
較
し
て
い
る
︒
広
告
批
評
家
ら
し
く
︑
﹁
絵
に
な
る
﹂
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
︒

｢
図
書
﹂
と
い
う
の
は
正
座
し
て
読
む
と
い
う
感
じ
が
あ
る
︒
そ
う
や
っ
て
知
的
な
啓
蒙
を
得
る
︒
い
わ
ゆ
る
一
般
教
養

と
し
て
の
思
想
や
も
の
の
考
え
方
︒
そ
れ
に
対
し
て
︑
﹁
み
す
ず
﹂
や
﹁
未
来
﹂
は
︑
机
に
向
か
っ
て
読
む
と
い
う
感
じ
︒

よ
り
学
術
的
と
い
う
か
︑
明
日
の
た
め
の
論
文
の
発
表
の
場
︒
そ
れ
が
︑
﹁
波
﹂
が
出
て
き
て
︑
よ
う
や
く
ソ
フ
ァ
に
寝

転
が
っ
て
気
楽
に
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た(
)

︒
17

こ
の
鼎
談
当
時
︑
永
六
輔
﹃
大
往
生
』
(
岩
波
新
書
︑
一
九
九
四
年
)
が
空
前
の
二
〇
〇
万
部
超
え
で
注
目
を
浴
び
て
い
た
︒
一

九
九
〇
年
代
の
﹃
図
書
﹄
を
﹁
正
座
し
て
読
む
﹂
は
︑
い
さ
さ
か
古
風
に
す
ぎ
る
と
も
感
じ
る
が
︑
世
間
一
般
の
感
覚
は
こ
れ

に
近
い
も
の
だ
っ
た
よ
う
だ
︒
﹃
現
代
思
想
﹄
の
元
編
集
長
・
三
浦
雅
士
の
時
代
把
握
の
方
が
よ
り
現
代
的
か
も
し
れ
な
い
︒

﹁
こ
れ
ま
で
は
﹃
図
書
﹄
の
延
長
上
に
︑
朝
日
︑
読
売
新
聞
の
書
評
欄
も
あ
っ
た
︒
だ
け
ど
︑
い
ま
や
基
軸
が
な
く
な
っ
て
︑

﹃
図
書
﹄
で
さ
え
も
︑
ち
ょ
う
ど
岩
波
新
書
の
四
分
五
裂
状
況
と
い
う
も
の
を
反
映
す
る
編
集
に
な
っ
て
き
た(
)

﹂
︒

18

と
は
い
え
︑
三
浦
が
﹁
丸
山
眞
男
か
ら
黒
柳
徹
子
ま
で
出
揃
う
﹂
一
九
九
〇
年
代
﹃
図
書
﹄
の
状
況
を
否
定
的
に
と
ら
え
て

い
る
わ
け
で
も
な
い
︒

三
浦

き
っ
と
岩
波
の
な
か
で
い
ま
雑
誌
感
覚
が
あ
る
の
は
︑
﹁
図
書
﹂
だ
け
な
ん
だ
よ
︒
(
笑
)

丸
谷

｢
図
書
﹂
が
た
だ
ひ
と
つ
︑
黒﹅

字﹅

の﹅

雑﹅

誌﹅

だ
と
い
う
で
し
ょ
う
︒

三
浦

教
養
主
義
的
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
風
前
の
灯
と
い
う
な
か
で
︑
﹁
図
書
﹂
は
と
て
も
気
炎
を
あ
げ
て
る
と
思
う(
)

︒
19
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何
を
も
っ
て
﹁
黒
字
の
雑
誌
﹂
だ
っ
た
と
す
る
か
は
微
妙
だ
が
︑
二
〇
年
前
の
鼎
談
を
い
ま
読
ん
で
も
違
和
感
は
少
な
い
︒

黒
柳
は
と
も
か
く(
)

︑
こ
の
鼎
談
の
翌
年
に
没
し
た
丸
山
は
︑
確
か
に
﹃
図
書
﹄
の
ス
タ
ー
執
筆
者
の
一
人
だ
っ
た(
)

︒

20
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『
図
書
﹄
の
執
筆
者
が
﹁
岩
波
文
化
﹂
を
体
現
し
た
こ
と
は
次
章
以
下
で
確
認
す
る
が
︑
雑
誌
の
編
集
に
お
い
て
も
﹃
図
書
﹄

は
岩
波
書
店
の
フ
ラ
ッ
グ
シ
ッ
プ
・
マ
ガ
ジ
ン
だ
っ
た
︒
特
に
︑
戦
後
復
刊
後
の
編
集
後
記
袂
袒
一
九
五
六
年
九
月
号
ま
で

﹁
片
隅
か
ら
﹂
︑
同
年
一
一
月
号
か
ら
今
日
ま
で
﹁
こ
ぼ
れ
ば
な
し
﹂
袂
袒
は
創
業
者
・
岩
波
茂
雄
の
娘
婿
で
創
刊
時
に
専
務
取

締
役
だ
っ
た
小
林
勇
が
担
当
し
て
い
た
︒
﹁
第
一
号
か
ら
一
九
七
二
年
六
月
号
ま
で
の
筆
者
は
︑
一
︑
二
回
の
例
外
を
除
い
て
小

林
勇
氏
で
あ
っ
た
︒
ま
た
筆
の
穂
の
カ
ッ
ト
は
小
林
氏
の
筆
に
よ
る
も
の
を
今
に
使
用
し
て
い
る
｣
(
一
九
八
二
年
一
月
号
)
︒

そ
の
﹁
筆
の
穂
﹂
の
カ
ッ
ト
も
︑
こ
の
小
林
勇
追
悼
号
の
一
年
後
︑
一
九
八
三
年
一
月
号
で
消
え
て
い
る
︒
一
つ
の
時
代
の

終
わ
り
を
象
徴
し
て
い
る
が
︑
そ
の
後
も
﹃
図
書
﹄
は
岩
波
書
店
の
活
動
全
体
を
見
渡
し
各
部
門
を
束
ね
る
﹁
旗
艦
的
﹂
機
関

誌
で
あ
る
︒
﹁
こ
ぼ
れ
ば
な
し
﹂
の
第
一
回
(
一
九
五
六
年
一
一
月
号
)
で
小
林
は
﹃
図
書
﹄
の
歩
み
を
略
述
し
︑
こ
う
宣
言
し
て

い
た
︒
﹁
こ
の
雑
誌
は
︑
最
初
岩
波
書
店
の
+
月
報
,
で
あ
り
ま
し
た
の
と
︑
今
で
も
岩
波
書
店
の
+
機
関
誌
,
の
役
を
し
て

お
り
ま
す
の
で
︑
こ
ん
ど
こ
の
欄
を
設
け
︑
書
店
の
あ
れ
こ
れ
を
綴
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
﹂
︒

小
林
は
復
刊
一
〇
〇
号
を
総
括
し
た
一
九
五
八
年
二
月
号
で
も
︑
﹃
図
書
﹄
の
編
集
体
制
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
︒

は
じ
め
は
編
集
部
の
連
中
が
著
者
を
訪
問
し
た
つ
い
で
な
ど
に
原
稿
を
お
願
い
し
て
︑
そ
れ
を
ま
と
め
て
い
た
︒
そ
の
性

格
は
︑
実
は
今
も
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
﹁
世
界
﹂
と
か
﹁
思
想
﹂
﹁
文
学
﹂
﹁
科
学
﹂
等
に
は
そ
れ
ぞ
れ
編
集
の
担
当

者
が
い
る
の
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
︑
こ
の
雑
誌
に
限
っ
て
専
門
の
担
当
者
は
今
も
い
な
い
︒
役
員
室
の
仕
事
を
し
て
い

る
一
人
の
婦
人
が
︑
い
わ
ば
片
手
間
の
よ
う
に
し
て
こ
の
編
集
の
中
心
に
な
っ
て
お
り
︑
編
集
部
の
連
中
が
そ
れ
を
援
護

し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
岩
波
書
店
の
役
員
室
に
は
︑
実
に
た
く
さ
ん
の
先
生
方
が
見
え
る
︒
そ
の
と
き
に
す
か
さ
ず
﹁
図

序章 ｢種蒔く人」の教養メディア
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書
﹂
の
原
稿
は
依
頼
さ
れ
た
り
す
る
︒
そ
れ
で
或
る
先
生
が
そ
れ
を
称
し
て
﹁
カ
ス
ミ
網
編
集
法
﹂
と
い
っ
た
︒
し
か
し
︑

こ
の
﹁
カ
ス
ミ
網
﹂
に
か
か
る
先
生
方
は
︑
喜
ん
で
か
か
っ
て
下
さ
る
の
で
あ
る
︒

戦
後
復
刊
の
第
一
〇
〇
号
ま
で
に
最
も
多
く
﹁
カ
ス
ミ
網
﹂
に
か
か
っ
た
の
は
︑
﹁
人
間
詩
話
﹂
連
載
だ
け
で
六
三
回
を
数

え
た
吉
川
幸
次
郎
︑
そ
の
他
で
は
河
野
与
一
︑
東
畑
精
一
︑
清
水
幾
太
郎
︑
松
方
三
郎
︑
桑
原
武
夫
︑
中
谷
宇
吉
郎
︑
小
宮
豊

隆
︑
脇
村
義
太
郎
が
定
期
的
に
登
場
し
て
い
る
︒
同
じ
一
九
五
八
年
の
六
月
号
で
は
︑
﹃
図
書
﹄
購
読
部
数
が
一
年
間
で
約
一

万
五
〇
〇
〇
部
も
増
加
し
た
と
報
じ
て
い
る
︒
﹁
ほ
と
ん
ど
広
告
を
し
な
か
っ
た
の
で
︑
二
十
年
の
歴
史
を
持
つ
雑
誌
が
ま
だ

知
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
恨
み
が
あ
っ
た
︒
去
年
か
ら
︑
岩﹅

波﹅

書﹅

店﹅

の﹅

機﹅

関﹅

誌﹅

で
は
あ
る
が
︑
同
時
に
読﹅

書﹅

家﹅

の﹅

雑﹅

誌﹅

と
し
て

の
使
命
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
て
︑
少
し
く
宣
伝
し
た
の
が
こ
の
結
果
に
な
っ
た
の
で
あ
る
﹂
︒

出
版
社
の
外
部
向
け
﹁
機
関
誌
﹂
は
宣
伝
誌
で
あ
る
︒
そ
の
宣
伝
誌
を
宣
伝
す
る
︑
こ
の
再
帰
的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が

﹃
図
書
﹄
の
性
格
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
︒
実
際
︑
岩
波
書
店
の
他
の
雑
誌
︑
﹃
世
界
﹄
や
﹃
思
想
﹄
な
ど
と
ち
が
っ
て
︑
﹃
図

書
﹄
は
宣
伝
部
(
現
在
は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
部
)
の
予
算
で
刊
行
さ
れ
て
い
る
(
一
九
七
一
年
一
〇
月
号
)
︒

｢
図
書
﹂
の
籍
は
宣
伝
部
に
あ
る
︒
と
い
う
の
は
︑
宣
伝
部
で
は
大
き
な
予
算
を
も
っ
て
い
る
か
ら
︑
﹁
図
書
﹂
の
発
行
を

こ
の
部
に
預
け
︑
費
用
の
足
り
な
い
分
を
そ
の
部
か
ら
支
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
︒
(
中
略
)
し
か
し
︑
お
断
り
い
た
し
た

い
の
は
︑
﹁
図
書
﹂
の
編
集
発
行
は
︑
岩
波
書
店
全
体
の
仕
事
で
あ
っ
て
︑
宣
伝
部
の
み
の
仕
事
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
︒

本
書
全
体
は
﹃
図
書
﹄
を
読
み
込
む
こ
と
で
岩
波
書
店
に
お
け
る
宣
伝
︑
な
い
し
広
報
の
戦
略
的
意
義
を
検
討
す
る
こ
と
に

な
る
が
︑
創
業
者
・
岩
波
茂
雄
自
身
も
そ
の
意
義
に
は
自
覚
的
で
あ
っ
た
︒
岩
波
は
自
ら
を
﹁
種
蒔
く
人
﹂
︑
さ
ら
に
﹁
学
問

や
識
見
や
芸
術
を
日
本
の
社
会
に
撒
布
普
及
さ
せ
る
配
達
夫
で
あ
り
撒
水
夫(
)

﹂
と
評
し
︑
教
養
主
義
の
広
報
者
を
自
認
し
て
い

22
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た
︒
だ
と
す
れ
ば
︑
岩
波
書
店
の
編
集
と
販
売
の
︑
あ
る
い
は
﹁
教
養
﹂
と
﹁
メ
デ
ィ
ア
﹂
の
有
機
的
な
結
合
を
反
映
す
る
雑

誌
と
し
て
︑
﹃
図
書
﹄
の
重
要
性
は
注
目
に
値
す
る
︒

冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
﹁
書
物
雑
誌
﹂
と
﹁
Ｐ
Ｒ
誌
﹂
を
兼
ね
る
﹃
図
書
﹄
の
機
能
を
分
析
す
る
た
め
に
は
︑
﹁
教
養
﹂
と

﹁
メ
デ
ィ
ア
(
広
告
媒
体
)
﹂
を
重
ね
た
複
合
概
念
﹁
教
養
メ
デ
ィ
ア
﹂
が
有
効
だ
ろ
う(
)

︒
そ
の
理
解
を
容
易
に
す
る
た
め
に

23

﹁
教
養
﹂
と
﹁
メ
デ
ィ
ア
﹂
を
表
�
の
よ
う
に
モ
デ
ル
化
し
て
お
こ
う
︒

メ
デ
ィ
ア
は
今
日
で
は
広
く
﹁
情
報
伝
達
媒
体
﹂
を
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る
が
︑
そ
う
し

た
意
味
で
の
使
用
は
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
ア
メ
リ
カ
の
広
告
業
界
で
始
ま
っ
た
︒
m
e
d
ia

は
ラ
テ
ン
語

m
e
d
iu
m
(
中
間
・
媒
介
)
の
複
数
形
で
あ
り
︑
英
語
で
も
古
く
か
ら
﹁
巫
女
・

霊
媒
﹂
な
ど
主
に
宗
教
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
き
た
︒
﹃
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
英
語
辞
典
﹄

は
今
日
的
な
﹁
メ
デ
ィ
ア
﹂
用
例
の
初
出
と
し
て
︑
一
九
二
三
年
ア
メ
リ
カ
の
広
告
業
界
誌

﹃
広
告
と
販
売
﹄
に
登
場
し
た
︑
﹁
新
聞
︑
雑
誌
︑
ラ
ジ
オ
﹂
の
広
告
三
媒
体
を
指
す

m
a
ss

m
e
d
iu
m

を
挙
げ
て
い
る
︒
日
本
で
も
一
九
七
〇
年
代
ま
で
﹁
メ
デ
ィ
ア
﹂
と
い
う
言
葉
は

学
術
雑
誌
以
外
で
は
主
に
広
告
業
界
で
使
わ
れ
て
い
た
︒
今
日
で
も
就
職
調
査
で
学
生
が
志

望
先
を
﹁
メ
デ
ィ
ア
﹂
と
書
く
場
合
は
︑
古
典
的
な
広
告
四
媒
体
(
新
聞
︑
雑
誌
︑
ラ
ジ
オ
︑

テ
レ
ビ
)
で
あ
る
こ
と
が
多
い
︒
手
紙
や
電
話
も
情
報
伝
達
媒
体
だ
が
︑
﹁
メ
デ
ィ
ア
志
望
﹂

学
生
の
念
頭
に
Ｎ
Ｔ
Ｔ
や
日
本
郵
便
が
浮
か
ん
で
は
い
な
い
は
ず
だ
︒

こ
の
意
味
で
︑
広
告
料
収
入
に
依
存
す
る
一
般
雑
誌
は
典
型
的
な
メ
デ
ィ
ア
(
広
告
媒
体
)

だ
が
︑
﹃
図
書
﹄
を
の
ぞ
く
岩
波
書
店
雑
誌
の
多
く
は
広
告
媒
体
と
い
う
よ
り
︑
そ
れ
自
体

が
文
化
商
品
で
あ
る
﹁
書
籍
﹂
に
近
い
存
在
だ
っ
た
︒
﹃
思
想
﹄
や
﹃
文
学
﹄
は
読
み
捨
て

ら
れ
る
﹁
雑
誌
﹂
で
は
な
く
︑
多
く
の
場
合
︑
書
籍
と
同
じ
く
配
架
さ
れ
保
存
さ
れ
て
き
た
︒

序章 ｢種蒔く人」の教養メディア
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表 1 教養とメディアのモデル化

教養 ⇔ メディア

エリート的 性格 大衆的
情報集約 機能 情報拡散
選抜を前提にした保護主義 理念 普及を前提にした自由主義
ストックされる文化財 商品 フローな消費財
時間バイアス（持続性） 空間バイアス（伝播性）
ホット（低参与性） クール（高参与性）



も
ち
ろ
ん
︑
﹃
図
書
﹄
を
保
存
す
る
愛
書
家
も
少
な
く
は
な
い
だ
ろ
う
が
︑
二
〇
一
五
年
現
在
の
公
称
一
五
万
部
と
い
う
発
行

部
数
の
大
半
も
ス
ト
ッ
ク
さ
れ
て
は
い
な
い
は
ず
だ(
)

︒
そ
の
意
味
で
﹃
図
書
﹄
は
︑
岩
波
書
店
に
お
い
て
唯
一
﹁
メ
デ
ィ
ア

24

(
広
告
媒
体
)
雑
誌
﹂
︑
つ
ま
り
﹁
雑
誌
ら
し
い
雑
誌
﹂
な
の
で
あ
る
︒
本
書
タ
イ
ト
ル
を
﹁
﹃
図
書
﹄
の
文
化
史
﹂
で
は
な
く
︑

あ
え
て
﹁
﹃
図
書
﹄
の
メ
デ
ィ
ア
史
﹂
と
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
る
︒
そ
し
て
︑
メ
デ
ィ
ア
史
と
は
情
報
の
内
容
よ
り
も
そ
の
効
果

に
注
目
す
る
歴
史
研
究
で
あ
る(
)

︒
25

表
�
に
関
し
て
言
え
ば
︑
﹁
教
養
﹂
と
﹁
メ
デ
ィ
ア
﹂
は
ブ
レ
ー
キ
と
ア
ク
セ
ル
の
関
係
に
喩
え
る
と
わ
か
り
や
す
い
か
も

し
れ
な
い
︒
文
化
的
細
分
化
の
機
能
を
持
つ
メ
デ
ィ
ア
を
制
御
し
︑
国
民
統
合
を
維
持
す
る
た
め
に
︑
教
養
文
化
の
保
護
は
必

要
と
さ
れ
て
き
た
︒
ま
た
︑
よ
く
知
ら
れ
た
メ
デ
ィ
ア
論
の
枠
内
で
﹁
教
養
﹂
と
﹁
メ
デ
ィ
ア
﹂
の
図
式
化
を
説
明
す
れ
ば
︑

ハ
ロ
ル
ド
・
イ
ニ
ス
の
バ
イ
ア
ス
論
に
お
け
る
時
間
バ
イ
ア
ス
(
持
続
性
)
と
空
間
バ
イ
ア
ス
(
伝
播
性
)
︑
あ
る
い
は
マ
ー
シ
ャ

ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
ホ
ッ
ト
(
低
参
与
性
)
と
ク
ー
ル
(
高
参
与
性
)
で
教
養
と
メ
デ
ィ
ア
を
色
分
け
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る(
)

︒
26

つ
ま
り
︑
﹃
図
書
﹄
は
時
間
バ
イ
ア
ス
と
空
間
バ
イ
ア
ス
が
拮
抗
す
る
雑
誌
で
あ
り
︑
ホ
ッ
ト
で
ク
ー
ル
と
い
う
矛
盾
の
上
に

成
立
し
て
い
る
︒
教
養
メ
デ
ィ
ア
と
は
﹁
エ
リ
ー
ト
的
教
養
の
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
﹂
な
の
だ
が
︑
こ
の
矛
盾
し
た
性
格
こ
そ
が

﹁
岩
波
文
化
﹂
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
中
核
に
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
拮
抗
的
性
格
は
﹁
広
告
的
文
化
を
批
判
す
る
広

告
媒
体
﹂
と
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
も
あ
る
︒
﹁
こ
ぼ
れ
ば
な
し
｣
(
一
九
七
一
年
二
月
号
)
の
文
章
な
ど
が
そ
の
典
型
だ
ろ
う
︒

出
版
界
に
お
い
て
も
売
れ
さ
え
す
れ
ば
︑
ど
ん
な
ふ
う
に
事
件
を
扱
っ
て
も
恥
と
し
な
い
傾
向
が
あ
る
と
す
れ
ば
︑
み
ず

か
ら
言
論
出
版
の
自
由
を
放
棄
す
る
道
へ
進
ん
で
ゆ
く
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
︒
新
聞
に
現
れ
た
り
電
車
の

中
の
ポ
ス
タ
ー
に
現
れ
る
ど
ぎ
つ
い
広
告
を
み
な
が
ら
の
感
想
だ
︒

こ
れ
に
類
す
る
﹁
出
版
広
告
﹂
批
判
は
﹃
図
書
﹄
誌
上
で
め
ず
ら
し
く
な
い
︒
し
か
し
︑
﹃
図
書
﹄
自
身
が
広
告
媒
体
な
の

12



だ
か
ら
﹁
ど
ぎ
つ
さ
﹂
を
批
判
し
て
も
︑
広
告
文
化
そ
の
も
の
が
否
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒
同
じ
﹁
こ
ぼ
れ
ば
な

し
｣
(
一
九
七
〇
年
六
月
号
)
で
︑
非
広
告
的
な
書
物
の
広
告
は
文
化
的
に
評
価
さ
れ
て
い
る
︒

こ
の
雑
誌
へ
入
る
広
告
は
表
紙
の
四
を
の
ぞ
い
て
は
︑
全
部
書
店
の
も
の
で
あ
る
︒
し
か
も
大
広
告
を
新
聞
紙
上
に
す
る

社
よ
り
も
︑
少
部
数
の
特
殊
の
も
の
を
出
さ
れ
る
書
店
が
多
い
こ
と
︑
古
書
店
の
も
の
が
多
い
こ
と
が
特
徴
で
あ
ろ
う
︒

こ
の
こ
と
は
本
誌
が
ど
ん
な
に
読
書
家
の
支
持
を
受
け
て
い
る
か
を
証
明
す
る
も
の
と
思
う
︒
﹁
読
書
家
の
雑
誌
﹂
の
道

を
︑
さ
ら
に
前
進
し
た
い
︒

�

｢
岩
波
文
化
﹂
と
﹁
出
版
社
宣
伝
誌
﹂

『
図
書
﹄
を
﹁
岩
波
文
化
﹂
の
教
養
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
検
討
す
る
前
に
︑
﹁
岩
波
文
化
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
は
必
要
だ
ろ
う
︒

ま
ず
﹁
文
化
﹂
に
つ
い
て
も
必
要
最
小
限
の
解
説
を
加
え
て
お
き
た
い
︒
﹁
文
化
﹂
と
い
う
言
葉
が
日
本
で
最
初
に
大
流
行
し

た
の
は
︑
岩
波
書
店
創
業
(
一
九
一
三
年
)
の
前
後
で
あ
る
︒
岩
波
書
店
と
は
明
治
期
の
啓
蒙
﹁
文
明
﹂
出
版
社
で
は
な
く
︑
大

正
期
の
教
養
﹁
文
化
﹂
出
版
社
で
あ
る
︒

｢
日
本
文
化
﹂
と
聞
い
て
記
紀
・
万
葉
か
ら
能
・
歌
舞
伎
ま
で
︑
あ
る
い
は
マ
ン
ガ
︑
ア
ニ
メ
か
ら
寿
司
︑
天
ぷ
ら
ま
で
を

想
起
す
る
わ
け
だ
が
︑
こ
の
と
き
の
﹁
文
化
﹂
は
普
遍
的
﹁
文
明
﹂
と
の
対
比
で
国
民
的
な
固
有
性
を
意
味
し
て
い
る
︒
文
明

(
c
iv
iliz
a
tio
n
)
も
文
化
(
c
u
ltu
re
)
も
一
八
世
紀
後
半
︑
近
代
国
民
国
家
成
立
期
の
フ
ラ
ン
ス
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
新
語

で
あ
る(
)

︒
文
明
は
形
容
詞

c
iv
il(
市
民
の
︑
礼
儀
正
し
い
)
︑
さ
ら
に
動
詞

c
iv
ilise
r
(
教
化
す
る
︑
開
化
す
る
)
か
ら
生
み
出
さ

27

れ
た
名
詞
で
あ
る
︒
他
方
で
︑
ラ
テ
ン
語

c
u
ltu
ra
(
耕
作
)
に
由
来
す
る
文
化
(
c
u
ltu
re
)
は
厳
密
に
は
新
語
で
は
な
い
が
︑
今

日
使
わ
れ
て
い
る
観
念
語
と
し
て
定
着
す
る
の
は
や
は
り
一
八
世
紀
後
半
で
あ
る
︒
同
じ
ラ
テ
ン
語
由
来
の
語
源
で
も
市
民
的
︑

序章 ｢種蒔く人」の教養メディア
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