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今
回
の
特
集
に
際
し
て
、
総
論
と
し
て
依
頼
さ
れ
た
の
は
「
新
し

い
教
養
の
ゆ
く
え
」
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、「
教
養
」
が

す
で
に
存
在
し
て
い
た
と
の
含
意
が
あ
る
。
依
頼
時
の
特
集
趣
旨
を

簡
潔
に
ま
と
め
て
み
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
子
ど
も
向
け
の
「
教
養

書
」
は
、
か
つ
て
全
集
や
叢
書
な
ど
あ
る
ま
と
ま
り
と
し
て
形
作
ら

れ
、
図
書
館
や
学
校
、
家
庭
に
普
及
し
て
」
い
た
が
、「
子
ど
も
た

ち
に
伝
え
る
教
養
の
内
容
も
表
現
方
法
も
、
変
化
を
余
儀
な
く
さ

れ
」
る
今
日
、「
子
ど
も
た
ち
に
、
蓄
積
さ
れ
た
知
識
や
文
化
を
受

け
継
い
で
い
く
こ
と
は
、
児
童
文
学
の
ひ
と
つ
の
意
義
で
も
あ
る
」

と
の
認
識
に
立
ち
、「
子
ど
も
向
け
教
養
の
本
と
は
ど
う
い
う
も
の

で
あ
っ
た
の
か
」、「
そ
れ
は
今
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
」
を
確
認
し
、

「
子
ど
も
向
け
教
養
の
本
を
捉
え
直
す
こ
と
を
め
ざ
」
す
、
と
あ
る
。

こ
こ
に
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
一
九
五
〇
年
代
か
ら
六
〇
年
代
に

か
け
て
普
及
し
て
い
た
「
教
養
」
観
が
根
底
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
思

う
。
そ
の
一
方
、
こ
こ
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
は
む
し
ろ
、
五
〇
年

代
に
出
発
が
見
い
だ
せ
る
「
児
童
文
学
」
の
「
カ
ノ
ン
」
で
は
な
い

か
、
と
も
考
え
ら
れ
る
。「
カ
ノ
ン
」（canon

）
と
は
も
と
も
と
は

聖
書
の
外
典
に
対
す
る
正
典
を
指
す
語
だ
が
、
転
じ
て
標
準
・
基
準

の
意
と
な
り
、
文
学
批
評
で
は
権
威
付
け
ら
れ
た
文
学
作
品
を
指
す

（
ハ
ル
オ
・
シ
ラ
ネ
ほ
か
『
創
造
さ
れ
た
古
典
　

―
―
　

カ
ノ
ン
形
成
・
国
民

国
家
・
日
本
文
学
』
新
曜
社
、
九
九
な
ど
）。
そ
の
時
期
か
ら
「
児
童

文
学
」
の
全
集
・
叢
書
類
で
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
「
カ
ノ
ン
」
が

「
教
養
書
」
と
み
な
さ
れ
る
に
至
っ
た
こ
と
自
体
、
問
い
直
す
べ
き

こ
と
で
は
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
は
、
第
二
次
大
戦
後
の
「
教
養
」
及
び
「
教
養
形
成
」
を
め

ぐ
る
変
遷
を
三
つ
の
時
期
に
分
け
、
関
連
す
る
社
会
の
状
況
な
ど
と

合
わ
せ
て
概
観
し
て
い
く
こ
と
と
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
あ
ら
た
め

て
現
在
の
時
点
で
そ
れ
ら
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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（
1
）　

ひ
ろ
が
る
「
教
養
」

「
教
養
」
の
変
遷
と
現
在
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　「
カ
ノ
ン
」
依
存
か
ら
の
脱
却
を
め
ざ
し
て
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