
新
書
紹
介

整
然
た
る
秩
序
を
と
と
の
え
、
家
族

を
中
心
に
一
軒
ご
と
に
内
的
秩
序
を

保
っ
て
き
た
。
内
部
に
秩
序
を
も
つ

と
い
う
こ
と
は
、
別
な
見
方
を
す
る

と
建
築
の
外
部
に
は
無
関
心
で
あ
る

こ
と
を
意
味
し
、
都
市
空
間
の
充
実

と
い
う
構
想
は
稀
薄
で
あ
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
、
西
欧
諸
国
で
は
、
イ
タ

リ
ア
の
広
場
な
ど
に
見
ら
れ
る
よ
う

に
建
築
の
外
部
に
も
美
し
い
模
様
の

舗
装
が
古
く
か
ら
発
達
し
、
ま
た
家

の
中
ま
で
靴
の
ま
ま
入
る
と
い
う
習

慣
が
生
れ
て
き
た
。
こ
の
西
欧
の
生

活
の
中
に
は
外
的
秩
序
の
考
え
方
が

あ
り
、
日
本
の
住
い
の
中
で
行
わ
れ

る
よ
う
な
こ
と
が
外
で
行
わ
れ
る
。

教
会
で
祈
り
、
公
園
で
休
み
、
レ
ス
ト

ラ
ン
で
食
事
を
し
、
広
場
で
談
笑
す

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
」

　
和
辻
哲
郎
著
「
風
上
」
を
繰
り
返

し
引
用
し
な
が
ら
、
著
者
は
、
今
後
、

よ
り
良
い
街
並
み
を
構
成
し
て
い
く

た
め
に
は
こ
う
い
っ
た
空
間
領
域
に

関
す
る
意
識
革
命
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
上
で
街
づ
く
り
の
た
め
の
積
極

的
な
努
力
が
積
み
重
ね
ら
れ
る
べ
き

事
を
強
調
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
本
書
の
特
徴
は
何
と
い

っ
て
も
、
一
二
○
枚
に
も
及
ぶ
豊
富

な
図
版
と
写
真
を
使
っ
て
、
世
界
各

地
の
街
並
み
の
美
し
さ
を
紹
介
し
分

析
し
て
見
せ
て
く
れ
る
、
そ
の
愉
し

さ
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
い
く
つ
か
例
を
あ
げ
よ
う
。
氏

の
愛
し
て
止
ま
な
い
イ
タ
リ
ア
諸
都

市
の
広
場
で
は
、
周
辺
建
物
の
建
替

え
は
、
そ
の
快
い
閉
鎖
空
間
の
質
を

保
持
す
る
こ
と
を
第
一
義
的
に
考
え

て
実
行
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら

広
場
空
間
に
お
け
る
「
入
り
隅
」
の

重
要
性
が
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学

を
通
し
て
語
ら
れ
る
。
さ
ら
に
「
入

り
隅
」
空
間
の
応
用
例
と
し
て
、
ニ

ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
ロ
ッ
ク
フ
ェ
フ
ー
セ

ン
タ
ー
に
あ
る
サ
ン
ク
ン
ガ
ー
デ
ン

（
周
囲
よ
り
一
段
低
い
庭
）
を
と
り
上

げ
、
そ
の
周
到
な
空
間
構
成
を
多
く

の
図
と
写
真
で
解
説
し
て
く
れ
る
。

ま
た
都
市
内
公
園
の
在
り
方
に
つ
い

て
も
、
街
並
み
の
中
で
の
公
園
機
能

に
つ
い
て
の
深
い
考
察
か
ら
、
多
く

の
問
題
提
起
を
す
る
と
共
に
、
日
比

谷
公
園
改
造
案
を
示
し
、
さ
ら
に
ア

メ
リ
カ
に
お
け
る
新
し
い
公
園
デ
ザ

イ
ン
の
考
え
方
の
紹
介
を
行
っ
て
い

る
。

　
こ
こ
に
は
、
街
並
み
の
デ
ザ
イ
ン

に
つ
い
て
、
多
く
の
目
標
が
語
ら
れ

て
い
る
。
で
は
、
街
並
み
の
デ
ザ
イ

ン
は
、
誰
が
、
ど
う
や
っ
て
実
現
さ

せ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
書
に

は
、
こ
の
実
現
主
体
と
プ
ロ
セ
ス
に

つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
は
な
い
。

　
街
並
み
の
デ
ザ
イ
ン
を
実
現
化
す

る
た
め
に
は
多
く
の
主
体
間
の
調
整

が
必
要
と
な
ろ
う
。
ま
た
、
デ
ザ
イ

ン
の
質
が
向
上
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、

施
設
管
理
の
問
題
が
重
要
度
を
増
し

て
く
る
。
現
実
に
横
た
わ
る
こ
れ
ら

の
困
難
を
集
中
的
に
克
服
し
て
い
く

た
め
に
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
極
論

す
れ
ば
、
街
並
み
デ
ザ
イ
ン
の
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
主
体
は
や
は
り
都
市
自
治

体
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
そ
し
て

そ
の
背
後
に
は
、
街
づ
く
り
を
自
ら

の
問
題
と
し
て
意
識
し
行
動
す
る
市

民
の
信
託
が
当
然
な
が
ら
必
要
で
あ

る
。

　
本
書
が
一
人
で
も
多
く
の
市
民
に

読
ま
れ
て
、
街
並
み
の
美
醜
に
つ
い

て
の
論
議
が
沸
騰
せ
ん
こ
と
を
願
っ

て
止
ま
な
い
。
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近
年
、
都
市
の
中
に
人
間
性
の
復

権
を
目
指
す
試
み
が
盛
ん
で
あ
る
。

公
害
・
没
個
性
・
非
人
間
的
・
ク
ル

マ
優
先
…
…
等
、
「
現
代
都
市
」
に

冠
せ
ら
れ
る
こ
う
し
た
語
彙
へ
の
戦

い
が
、
遅
ま
き
な
が
ら
始
め
ら
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
既
成
市
街
地
内
の

道
路
を
歩
行
者
モ
ー
ル
化
す
る
動
き

は
、
今
や
世
界
各
都
市
に
拡
が
り
つ

っ
あ
る
が
、
こ
れ
は
車
に
占
領
さ
れ

た
道
路
を
歩
行
者
に
解
放
す
る
と
い

う
機
能
回
復
的
意
味
合
い
と
共
に
、

路
面
舗
装
の
美
し
い
パ
タ
ー
ン
、
植

樹
に
よ
る
爽
や
か
な
緑
、
ベ
ン
チ
や

水
呑
み
な
ど
の
フ
ァ
ニ
チ
ュ
ア
類
、

さ
り
げ
な
く
置
か
れ
る
彫
刻
と
い
っ

た
演
出
に
よ
り
、
従
来
の
都
市
の
画

一
的
な
街
並
み
に
美
し
さ
と
楽
し
さ

を
与
え
る
た
め
の
試
み
で
も
あ
る
。

　
本
書
の
著
者
で
あ
る
建
築
家
・
芦

原
義
信
氏
は
、
個
々
の
建
築
物
と
都

市
を
結
ぶ
空
間
領
域
の
在
り
方
に
対

す
る
深
い
洞
察
を
通
し
て
、
現
代
都

市
に
欠
け
て
い
る
「
街
並
み
の
美
」

を
創
造
す
る
こ
と
の
必
要
性
を
、
長

年
に
わ
た
り
主
張
し
続
け
て
き
て
い

る
。
特
に
、
目
本
の
都
市
が
景
観
的

に
極
め
て
貧
弱
で
あ
る
こ
と
の
理
由

と
し
て
、
氏
は
、
日
本
人
と
西
欧
人

の
精
神
的
土
壊
の
違
い
を
あ
げ
て
、

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
わ

が
国
で
は
伝
統
的
に
、
家
の
内
部
に


	page1

