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《
青
春
の
一
冊
》

思
想
の
科
学
研
究
会
編
『
共
同
研
究

転
向
』(

全
三
巻)

平
凡
社

塩
川

伸
明

「
大
学
生
の
頃
に
読
ん
だ
本
」
と
い
う
企
画
趣
旨
か
ら
や
や
ず
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ

の
本
を
読
ん
だ
の
は
高
校
生
時
代
の
こ
と
で
あ
る
。
高
校
生
に
理
解
で
き
る
は
ず
の
な
い
「
大

人
向
け
」
の
本
を
背
伸
び
を
し
て
読
ん
だ
の
で
、
中
身
の
理
解
も
お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
し
、
そ

の
後
に
読
み
返
し
て
い
な
い
た
め
、
現
時
点
で
の
記
憶
も
お
ぼ
ろ
げ
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

で
も
意
識
の
核
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
何
か
が
ず
っ
と
残
り
続
け
て
お
り
、
私
に
と
っ
て
の
「
青

春
の
一
冊
」
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

本
書
の
主
題
を
簡
単
に
紹
介
す
る
こ
と
自
体
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は

誤
解
を
招
き
や
す
く

「
何
だ
っ
て
そ
ん
な
本
に
影
響
を
受
け
た
の
？
」
と
い
う
素
朴
な
不
審

、

の
念
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
高
い
。
い
ま
か
ら
見
れ
ば
古
く
さ
い
主
題
を
取
り
上
げ
た
も
の

で
あ
り
、
議
論
の
仕
方
は
当
時
と
し
て
は
新
し
か
っ
た
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
問
題
に
取
り

組
む
こ
と
自
体
が
今
で
は
ピ
ン
と
こ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
だ
。

詳
し
く
説
明
す
る
紙
幅
が
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
、
常
識
的
な
意
味
で
の
紹
介
に
「
そ
れ

だ
け
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」
と
い
う
解
説
を
最
低
限
付
け
加
え
る
形
で
書
い
て
み
た
い
。
本
書
の
主

題
で
あ
る
「
転
向
」
と
は
、
戦
前
日
本
の
共
産
主
義
者
た
ち
が
国
家
権
力
の
弾
圧
に
よ
っ
て
そ

の
信
条
を
放
棄
し
、
体
制
に
協
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
指
す
。
こ
う
書
く
と

「
戦

、

前

「
共
産
主
義
者

「
国
家
権
力
の
弾
圧
」
と
い
う
一
連
の
言
葉
が
、
い
か
に
も
現
在
と
は

」

」

縁
遠
い
も
の
の
よ
う
に
ひ
び
く
。
し
か
し
、
こ
れ
を
「
も
の
の
考
え
方
の
変
化
」
と
一
般
化
し
、

そ
の
原
因
に
は
内
発
・
外
発
と
り
ま
ぜ
た
種
々
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
拡
大
し
て
考
え

る
な
ら
ば
、
今
で
も
意
味
を
も
つ
主
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

本
書
の
著
者
た
ち
の
姿
勢
は

「
弾
圧
に
よ
っ
て
信
念
を
放
棄
し
た
の
は
卑
劣
な
屈
服
だ
」

、

と
か

「
も
と
も
と
い
だ
い
て
い
た
信
条
が
間
違
っ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
を
放
棄
す
る
の

、

は
当
然
だ
」
と
い
っ
た
評
価
を
急
ぐ
の
で
は
な
く
、
当
事
者
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
内
面
的
な
ド

ラ
マ
を
演
じ
て
い
た
の
か
を
掘
り
下
げ
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
多
く
の
場
合

「
転
向
」

、

の
最
初
の
段
階
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
自
己
の
思
想
の
弱
点
に
対
す
る
真
剣
な
反
省
や
葛
藤
が
あ

っ
た
の
だ
が
、
や
が
て
「
転
向
」
を
過
剰
に
正
当
化
す
る
た
め
に
極
端
な
と
こ
ろ
に
走
っ
た
り
、
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緊
張
感
を
欠
い
た
大
勢
追
随
に
至
っ
た
と
い
う
経
過
が
描
か
れ
て
い
る
。
現
代
に
お
い
て
も
、

思
想
の
大
規
模
な
変
化
は
次
々
と
起
き
て
い
る
が
、
個
々
の
局
面
に
は
真
剣
な
格
闘
や
種
々
の

葛
藤
が
あ
る
に
し
て
も
、
や
や
も
す
れ
ば
安
易
な
流
行
追
随
や
、
過
去
の
思
想
の
単
純
な
忘
却

が
大
勢
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
本
書
の
「
転
向
」
分
析
に
は
今
で
も
有
意
味
な
も
の

が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
く
る
。

過
去
の
人
々
を
遠
く
か
ら
眺
め
る
と
（
私
が
本
書
を
読
ん
だ
時
点
で
、
そ
の
対
象
は
既
に
か

な
り
古
い
過
去
と
な
っ
て
い
た

、
表
面
的
な
結
果
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、

）

一
歩
掘
り
下
げ
る
な
ら
、
そ
こ
に
は
驚
く
ほ
ど
生
々
し
い
ド
ラ
マ
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
う
い
う
こ
と
を
教
え
て
く
れ
た
本
で
あ
る
。
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