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シリーズチャペル
　

最
近
注
目
さ
れ
て
い
る
曾
野
綾
子
著

『
人
間
の
基
本
』（
新
潮
新
書
、

２
０
１
２
）
に
関
連
し
て
、「
学
生
の
基

本
」
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
学
生
の
基
本

は
学
ぶ
こ
と
で
す
。
近
年
の
社
会
や
経
済

の
停
滞
に
直
面
し
て
、
教
育
、
あ
る
い
は

広
く
学
ぶ
こ
と
の
意
義
が
問
い
直
さ
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
も
重
要
な
問
題
で
す
。

　

例
え
ば
、
最
近
学
生
の
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
が
「
就
職
に
役
に
立
つ
」
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
日
本
の
イ

ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
は
違
和
感
を
も
ち
ま

す
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
「
目
的
化
」

し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。「
面
接

で
の
話
題
作
り
」
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。

今
の
就
職
事
情
が
許
さ
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
が
、
一
考
の
余
地
が
あ
る
。
事
実
、

今
の
就
職
面
接
は
、「
作
ら
れ
た
話
題
」

が
中
心
で
、
そ
の
話
か
ら
本
当
の
学
生
評

価
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
は
、
と
い
う
懸

念
が
企
業
の
方
で
も
出
て
い
る
ら
し
い
。

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
よ
く
な
い
と
言
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
教
育
上
の
有
効

性
は
認
め
ま
す
し
、
外
国
で
も
重
視
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
さ
い
、
一
つ
の
科
目
と
し

て
単
位
認
定
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
で
は
な

く
、
大
学
で
の
勉
学
に
そ
の
成
果
を
生
か

す
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
学
生
の
本
分
は
「
学
ぶ
こ

と
」
で
す
。
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
が
本
来

学
生
諸
君
の
本
分
で
あ
る
研
究
に
ど
の
よ

う
に
生
か
さ
れ
た
か
を
よ
く
考
え
て
、
そ

し
て
そ
の
結
果
を
基
に
、
大
学
で
何
を
学

ん
だ
か
を
、
面
接
担
当
者
に
伝
え
る
の
が

望
ま
し
い
の
で
は
な
い
か
。
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
は
研
究
の
一
つ
の
過
程
・
手
段
で

あ
る
。
こ
う
し
た
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
と

研
究
の
相
互
作
用
か
ら
、
学
生
に
と
っ
て

重
要
で
あ
る
「
悟
性
」（
理
解
力
、要
領
）

と
「
感
性
」（
問
題
意
識
、
判
断
力
）
が

養
わ
れ
る
の
で
す
。
特
に
感
性
が
重
要
で

す
。
そ
れ
が
養
わ
れ
る
と
、
問
題
を
究
明

し
た
い
と
い
う
思
い
が
生
ま
れ
、「
挑

戦
」、「
革
新
」
の
能
動
的
、
前
向
き
の
精

神
が
で
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
な
い
と
、
語

呂
合
わ
せ
風
に
言
え
ば
「
惰
性
」
の
世
界

と
な
る
。

　

そ
れ
で
は
、
学
ぶ
、
あ
る
い
は
学
問
す

る
と
は
一
体
何
か
。
最
近
、
科
学
の
世
界

で
、
こ
れ
ま
で
の
常
識
を
覆
す
よ
う
な
議

論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ア
イ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
原
理
と
は
異
な
る

実
験
結
果
が
話
題
に
な
っ
た
。
文
系
の
人

間
か
ら
す
れ
ば
、
科
学
の
世
界
で
は
た
だ

一
つ
の
理
論
、
真
理
が
あ
る
よ
う
に
も
思

う
の
で
す
が
、
ど
う
も
そ
う
で
も
な
い
ら

し
い
。
ま
し
て
や
、
社
会
科
学
で
は
、
一

つ
の
事
象
に
複
数
の
理
解
・
理
論
が
あ

る
。
例
え
ば
、
な
ぜ
日
本
経
済
は
低
迷
か

ら
抜
け
出
せ
な
い
の
か
。
あ
る
政
策
は
効

果
を
示
さ
な
い
の
か
。
こ
れ
ら
の
問
題
に

は
い
く
つ
か
の
説
明
が
出
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
問
題
に
取
り
組
む
た
め
に
は
、
そ
う

し
た
多
様
な
議
論
を
理
解
し
、
そ
れ
を
基

に
自
己
の
意
見
を
組
み
立
て
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
先
に
取
り
上
げ
た
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
で
の
経
験
か
ら
そ
の
ヒ
ン
ト
が
得

ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
レ
ッ
ス
ン

を
研
究
の
中
で
生
か
す
こ
と
が
重
要
で

す
。

　

従
っ
て
、
多
様
な
議
論
を
理
解
し
、
そ

れ
に
基
づ
い
て
議
論
す
る
こ
と
は
、
要

は
、
我
々
が
「
心
の
余
裕
」
を
も
つ
こ
と

に
つ
な
が
る
。
心
の
余
裕
は
人
生
に
と
っ

て
不
可
欠
で
す
。
例
え
ば
、「
す
ぐ
キ
レ

る
」、
あ
る
い
は
「
社
会
性
が
欠
如
し
て

い
る
」
の
は
心
の
余
裕
の
な
い
こ
と
を
反

映
し
て
い
る
。
大
学
で
学
ぶ
こ
と
は
確
実

に
心
の
余
裕
を
生
む
。

　

最
後
に
あ
ら
た
め
て
、「
学
ぶ
こ
と
を

通
し
て
感
性
を
身
に
つ
け
、
心
の
余
裕
を

も
つ
」
よ
う
に
心
が
け
て
ほ
し
い
。
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