
江
戸
川
乱
歩
「
人
間
椅
子
」
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
か

石

川

巧

１

は
じ
め
に

「
美
し
い
閨
秀
作
家
」
の
も
と
に
分
厚
い
「
原
稿
」
が
届
け
ら
れ
る
こ
と

か
ら
は
じ
ま
る
「
人
間
椅
子
」（『
苦
楽
』
一
九
二
五
年
一
一
月
）
は
、
貧
し

く
醜
い
「
一
職
人
」
を
名
の
る
「
私
」
が
自
分
の
作
っ
た
椅
子
に
入
っ
て

様
々
な
人
間
を
抱
き
す
く
め
た
こ
と
を
告
白
す
る
一
人
称
の
語
り
と
、
そ
の

「
原
稿
」
を
読
む
作
家
の
な
か
で
恐
怖
が
膨
れ
あ
が
る
過
程
を
客
観
的
に
描

写
す
る
三
人
称
の
語
り
が
交
互
に
展
開
す
る
怪
奇
小
説
で
あ
る
。「
原
稿
」
を

読
み
終
え
た
直
後
に
第
二
信
が
届
き
、
最
初
の
「
原
稿
」
は
告
白
に
見
せ
か

け
た
創
作
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
ど
ん
で
ん
返
し
も
含
め
、
テ
キ

ス
ト
の
言
葉
は
緻
密
な
計
算
の
も
と
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
発
表
直
後
に
同
作
を
読
ん
だ
萩
原
朔
太
郎
が
、「
最
近
「
人
間
椅

子
」
を
読
ん
で
嬉
し
く
な
つ
た
。「
人
間
椅
子
」
は
よ
く
書
け
て
ゐ
る
。
実

際
、
こ
れ
位
に
面
白
く
読
ん
だ
も
の
は
近
頃
無
か
つ
た
」（「
探
偵
小
説
に
就

い
て
」『
探
偵
趣
味
』
一
九
二
六
年
六
月
）
と
絶
賛
し
た
こ
と
で
も
知
ら
れ

る
よ
う
に
、「
人
間
椅
子
」
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
同
時
代
の
諸
作
家
に
も
大
き

な
衝
撃
を
与
え
る
も
の
だ
っ
た
。
の
ち
に
中
島
河
太
郎
が
「
作
品
解
題
」

（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
２
パ
ノ
ラ
マ
島
奇
談
』
講
談
社
、
一
九
六
九
年
五
月
）

の
な
か
で
、「
新
奇
な
ロ
マ
ン
と
恐
怖
に
着
目
し
た
乱
歩
の
才
能
が
、
探
偵

文
壇
だ
け
で
な
く
、
広
く
読
書
界
に
刮
目
さ
せ
た
」
と
指
摘
し
た
通
り
、
乱

歩
の
名
は
「
人
間
椅
子
」
に
よ
っ
て
読
書
界
全
体
に
記
憶
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
「
人
間
椅
子
」
に
つ
い
て
、
乱
歩
は
「
あ
の
作
こ

（
１
）

の
作
」
の
な
か
で

―
―
『
人
間
椅
子
』
に
し
て
も
、
前
人
未
踏
を
心
掛
け
る
の
余
り
、
内

容
が
荒
唐
無
稽
で
、
出
来
相
も
な
い
こ
と
で
、
そ
れ
が
一
そ
幻
想
的
な

小
説
な
ら
い
い
の
だ
け
れ
ど
、
や
つ
ぱ
り
写
実
的
に
書
く
方
が
面
白
い

も
の
だ
か
ら
、
内
容
の
荒
唐
無
稽
と
、
書
き
方
の
写
実
の
間
に
、
ど
う

し
て
も
無
理
が
出
来
る
。（
中
略
）
最
後
に
嘘
と
分
れ
ば
、
ど
ん
な
あ

り
相
も
な
い
事
で
も
、
読
者
を
引
つ
ぱ
つ
て
行
く
力
さ
え
あ
れ
ば
、
面

白
く
さ
え
あ
れ
ば
い
い
。

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
乱
歩
は
、「
荒
唐
無
稽
」
な
内
容
で
あ
っ
て
も
「
写

実
的
に
書
く
方
が
面
白
い
」
と
言
明
し
て
い
る
。
ト
リ
ッ
ク
や
謎
解
き
よ
り
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も
「
読
者
を
引
つ
張
つ
て
行
く
力
」
を
重
視
し
、
そ
れ
さ
え
あ
れ
ば
読
者
は

つ
い
て
く
る
と
指
摘
し
て
い
る
。「
人
間
椅
子
」
執
筆
時
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ

た
の
は
、「
出
来
相
も
な
い
」
こ
と
を
「
写
実
的
に
書
く
」
た
め
に
は
ど
の

よ
う
に
書
く
べ
き
か
と
い
う
方
法
的
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ま
も
広
く
読
み
継
が
れ
る
小
説
で
あ
る
た
め
「
人
間
椅
子
」
に
は
数
多

く
の
先
行
研
究
が
存
在
し
て
い
る
が
、
た
と
え
ば
、
高
橋
世
織
が
「『
人
間

椅
子
』
は
、
た
え
ず
い
つ
も
背
後
の
「
見
え
な
い
領
分
」
か
ら
見
え
な
い
何

者
か
に
観
察
・
監
視
さ
れ
、
も
て
あ
そ
ば
れ
、
お
び
や
か
さ
れ
て
い
る
よ
う

な
現
代
人
特
有
の
ス
ト
レ
ス
や
あ
る
種
の
無
意
識
の
不
安
・
恐
怖
感
覚
を
も

の
の
み
ご
と
に
形
象
作
品
化
し
た
も
の
だ
」（「
江
戸
川
乱
歩
に
お
け
る
《
触

覚＝

映
像
》
の
世
界
」、『
国
文
学

解
釈
と
鑑
賞
』
至
文
堂
、
一
九
九
四
年

一
二
月
）
と
論
じ
た
よ
う
に
、
研
究
の
主
流
は
、
精
神
分
析
学
の
知
見
か
ら

物
語
内
容
を
分
析
し
、
無
意
識
的
な
不
安
や
恐
怖
感
覚
の
根
源
を
探
る
も
の

だ
っ
た
。
そ
う
し
た
状
況
に
楔
を
打
ち
込
ん
だ
の
が
森
岡
卓
司
「
差
出
人
不

明
―
―
江
戸
川
乱
歩
「
人
間
椅
子
」
論
―
―
」（
東
北
大
学
文
芸
談
話
会

『
日
本
文
芸
論
稿
』
一
九
九
九
年
一
〇
月
）
で
あ
る
。「
手
紙
の
差
出
人
は
、

実
は
佳
子
の
夫
で
は
な
い
の
か
？
」
と
い
う
問
い
か
け
か
ら
起
筆
し
た
森
岡

は
、
夫
か
ら
の
要
求
に
応
え
る
「
奥
様
」
で
あ
り
つ
つ
「
閨
秀
作
家
」
と
し

て
の
主
体
を
獲
得
し
て
い
る
彼
女
の
二
重
化
さ
れ
た
身
体
性
に
焦
点
を
あ

て
、「
書
斎
か
ら
逃
げ
出
し
て
、
日
本
建
て
の
居
間
」
へ
と
移
動
す
る
佳
子

の
行
動
を
細
か
く
解
析
す
る
と
と
も
に
、
女
中
を
も
視
野
に
入
れ
た
読
み
の

可
能
性
を
示
し
て
い
る
。「
人
間
椅
子
」
を
怪
奇
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
か

ら
解
放
し
、「
自
ら
の
想
像
裡
に
仮
構
さ
れ
た
「
私
」
の
〈
幻
想
〉
に
怯
え
」

る
佳
子
の
「
マ
ゾ
ヒ
ス
テ
ィ
ッ
ク
」
な
身
振
り
を
問
題
化
し
た
点
で
、
同
論

は
「
人
間
椅
子
」
研
究
の
方
向
性
を
大
き
く
変
え
た
と
い
え
る
。

だ
が
、
の
ち
の
諸
研
究
で
は
同
論
が
提
起
し
た
読
み
の
可
能
性
を
深
化
さ

せ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
椅
子
に
入
っ
た
「
私
」
の
妄
想
を
鵜
呑
み
に

し
て
い
る
も
の
、
物
語
内
容
と
物
語
形
式
を
区
別
し
な
い
ま
ま
他
の
乱
歩
テ

キ
ス
ト
と
通
底
す
る
モ
チ
ー
フ
、
テ
ー
マ
を
抽
出
し
よ
う
と
す
る
も
の
が
量

産
さ
れ
て
い
る
。
他
者
の
研
究
は
形
式
的
に
引
用
す
る
だ
け
で
、
批
評
的
に

関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
が
極
め
て
少
な
い
よ
う
に
思
う
。

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
森
岡
の
提
起
を
再
検
証
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
ま
ず

は
一
人
称
の
「
私
」
に
よ
る
語
り
と
、
佳
子
の
背
後
か
ら
「
原
稿
」
を
覗
き

込
む
よ
う
に
状
況
を
俯
瞰
す
る
三
人
称
の
語
り
を
構
造
化
す
る
こ
と
か
ら
考

察
を
は
じ
め
る
。
乱
歩
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
書
き
方
の
写
実
」
あ
る
い
は

「
読
者
を
引
つ
ぱ
つ
て
行
く
力
」
に
焦
点
を
あ
て
（
以
下
〈
書
き
方
〉
と
表

記
）、
文
字
の
選
択
、
表
記
の
操
作
と
い
っ
た
観
点
か
ら
テ
キ
ス
ト
を
読
み

解
く
。

２
「
閨
秀
作
家
」
と
し
て
の
佳
子
／「
外
務
省
書
記
官
」
と
し
て
の

夫
君

よ
し
こ

佳
子
は
、
毎
朝
、
夫
の
登
庁
を
見
送
つ
て
了
ふ
と
、
そ
れ
は
い
つ
も

十
時
を
過
ぎ
る
の
だ
が
、
や
つ
と
自
分
の
か
ら
だ
に
な
つ
て
、
洋
館
の

方
の
、
夫
と
共
用
の
書
斎
へ
、
と
ぢ
籠
る
の
が
例
に
な
つ
て
ゐ
た
。
そ

こ
で
、
彼
女
は
今
、
Ｋ
雑
誌
の
こ
の
夏
の
増
大
号
に
の
せ
る
為
の
、
長

い
創
作
に
と
り
か
ゝ
つ
て
ゐ
る
の
だ
つ
た
。
／
美
し
い
閨
秀
作
家
と
し

て
の
彼
女
は
、
此
頃
で
は
、
外
務
省
書
記
官
で
あ
る
夫
君
の
影
を
薄
く

思
は
せ
る
程
も
、
有
名
に
な
つ
て
ゐ
た
。
彼
女
の
所
へ
は
、
毎
日
の
様
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に
、
未
知
の
崇
拝
者
達
か
ら
の
手
紙
が
、
幾
通
と
な
く
や
つ
て
来
た
。

テ
キ
ス
ト
の
冒
頭
に
は
、「
人
間
椅
子
」
を
読
み
進
め
る
う
え
で
必
要
な

基
本
情
報
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
。
最
初
に
記
さ
れ
る
の
は
、
主
人
公
が
「
外

務
省
書
記
官
」
を
夫
君
と
す
る
女
性
で
あ
り
、
彼
女
自
身
も
「
美
し
い
閨
秀

作
家
」
と
し
て
活
躍
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。「
閨
秀
作
家
」
と
は
、
一
般

に
才
能
豊
か
な
女
性
作
家
と
い
う
意
味
だ
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
男
性
中
心

の
文
壇
に
あ
っ
て
異
彩
を
放
つ
女
性
作
家
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
も
含
意
し
て

い
る
。
だ
が
、「
閨
」
と
い
う
文
字
は
も
と
も
と
女
性
の
居
室
と
い
う
意
味

で
あ
り
、
立
派
な
門
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
女
性
を
連
想
さ
せ
る
。
語

り
手
は
そ
ん
な
主
人
公
を
敢
え
て
「
美
し
い
閨
秀
作
家
」
と
よ
ぶ
こ
と
で
、

彼
女
の
人
気
を
支
え
て
い
る
要
素
の
ひ
と
つ
が
美
貌
に
あ
る
こ
と
を
匂
わ
せ

る
。実

際
、
主
人
公
の
生
活
は
夫
君
を
中
心
に
回
っ
て
い
る
。
彼
女
が
「
自
分

の
か
ら
だ
」
を
取
り
戻
す
の
は
「
毎
朝
、
夫
の
登
庁
を
見
送
つ
て
」
か
ら
で

あ
る
。
そ
こ
に
は
、
経
済
力
の
あ
る
夫
君
の
お
か
げ
で
自
由
に
執
筆
活
動
を

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
、
結
果
と
し
て
作
家
に
な
る
こ
と
が
で
き
た
主
人
公
と

い
う
バ
イ
ア
ス
が
か
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
の
語
り
手

は
わ
ざ
わ
ざ
「
夫
君
の
影
を
薄
く
思
は
せ
る
程
も
、
有
名
に
な
つ
て
る
た
」

と
記
し
、
彼
女
の
活
躍
に
よ
っ
て
夫
君
の
影
が
薄
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を

読
者
に
知
ら
し
め
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、「
美
し
い
閨
秀
作
家
」
と
し
て
夫

君
の
一
歩
後
ろ
に
い
た
彼
女
が
「
有
名
」
に
な
り
、
次
第
に
夫
君
の
影
を
薄

く
し
つ
つ
あ
る
状
況
が
不
吉
な
予
兆
の
よ
う
に
明
示
さ
れ
て
い
る
。

語
り
手
の
ス
タ
ン
ス
で
も
う
ひ
と
つ
注
目
し
た
い
の
は
、
彼
女
を
最
後
ま

で
佳
子
と
呼
び
捨
て
に
し
、
作
家
的
な
敬
称
は
お
ろ
か
苗
字
す
ら
記
さ
な
い

こ
と
で
あ
る
。
作
家
と
し
て
広
く
活
躍
す
る
彼
女
の
名
前
は
間
違
い
な
く
フ

ル
ネ
ー
ム
で
流
通
し
て
お
り
、
毎
日
届
け
ら
れ
る
「
未
知
の
崇
拝
者
達
か
ら

の
手
紙
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
が
、
語
り
手
は
最
後
ま
で
そ
れ
を
明

か
さ
ず
、
主
人
公
を
見
下
す
か
の
よ
う
に
佳
子
と
呼
び
続
け
る
の
で
（
２
）

あ
る
。

「
美
し
い
閨
秀
作
家
」
と
い
う
言
葉
に
込
め
ら
れ
た
侮
蔑
的
視
線
は
、
佳

子
が
小
説
を
執
筆
す
る
描
写
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
日
々
夫
君
の
世
話
に

追
わ
れ
る
彼
女
は
限
ら
れ
た
時
間
の
な
か
で
小
説
を
書
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
だ
が
、
彼
女
に
は
「
夫
と
共
用
の
書
斎
」
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。

夫
君
が
留
守
の
と
き
以
外
、
ひ
と
り
で
書
斎
に
閉
じ
籠
る
の
は
難
し
い
だ
ろ

う
し
、
必
要
な
資
料
を
並
べ
て
お
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
。
テ
キ
ス
ト
に
は
、

さ
り
げ
な
く
「
Ｋ
雑
誌
の
こ
の
夏
の
増
大
号
に
の
せ
る
為
の
、
長
い
創
作
に

と
り
か
ゝ
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
説
明
が
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
短

い
時
間
で
長
編
小
説
を
書
き
あ
げ
る
作
家
、
充
分
な
資
料
調
査
や
読
書
な
ど

し
な
く
て
も
机
に
向
か
っ
て
い
れ
ば
ス
ラ
ス
ラ
と
書
け
る
程
度
の
創
作
を
量

産
す
る
作
家
と
い
う
印
象
を
与
え
る
。

「
人
間
椅
子
」
の
語
り
手
が
佳
子
を
夫
君
の
付
属
物
と
し
て
扱
い
、
彼
女

が
「
奥
様
」
と
し
て
の
分
を
越
え
て
門�

の�

外�

に
出
る
こ
と
を
牽
制
し
て
い
る

証
拠
は
、
あ
ら
か
じ
め
彼
女
の
名
前
に
も
刻
印
さ
れ
て
い
る
。「
閨
秀
作
家
」

の
「
閨
」
は
、
佳
子
と
い
う
表
記
か
ら
人
偏
の
「
亻
」
を
剝
奪
し
て
「
圭
」

を
「
門
」
の
な
か
に
閉
じ
込
め
た
か
た
ち
を
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、「
や
つ

と
自
分
の
か
ら
だ
に
な
つ
て
」
と
い
う
表
現
と
も
対
応
す
る
。
語
り
手
は
、

そ
う
し
た
露
骨
な
意
図
を
も
っ
て
主
人
公
を
造
型
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
認
識
は
「
私
」
の
語
り
に
も
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
自
分
が
製

作
し
た
椅
子
の
座
り
心
地
の
よ
さ
を
語
る
と
き
、「
私
」
は
「
凡
て
が
、
不

コ
ン
フ
ォ
ー
ト

思
議
な
調
和
を
保
つ
て
、
渾
然
と
し
て
、「
安
楽
」
と
い
ふ
言
葉
を
、
そ
の
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ま
ゝ
形
に
現
し
て
ゐ
る
様
に
見
え
ま
す
」
と
表
現
し
、
抽
象
的
な
感
覚
を
漢

字
そ
の
も
の
の
〈
形
〉
に
擬
え
て
い
る
。
ま
た
、
人
間
が
椅
子
の
な
か
に
隠

れ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ィ
ア
を
語
る
場
面
で
も
、「
人
間
が
、
掛
け
る
部
分
に

膝
を
入
れ
、
凭
れ
の
中
へ
首
と
胴
と
を
入
れ
、
丁
度
椅
子
の
形
に
坐
れ
ば
、

そ
の
中
に
し
の
ん
で
ゐ
ら
れ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
人
間
の
身
体
を
椅
子
の

〈
形
〉
に
嵌
め
込
む
と
い
う
着
想
が
語
ら
れ
て
い
る
。「
人
間
椅
子
」
は
、
ま

さ
に
〈
意
〉
が
〈
形
〉
に
憑
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
眩
暈
の
感
覚
、

あ
る
い
は
、
あ
る
〈
形
〉
を
し
た
も
の
が
別
の
〈
形
〉
の
な
か
に
入
り
込
ん

で
し
ま
う
瞬
間
の
悦
楽
を
推
進
力
と
し
て
お
り
、
そ
れ
が
テ
キ
ス
ト
を
読
み

解
く
た
め
の
（
３
）

暗
号
に
も
な
る
と
同
時
に
、
三
人
称
の
語
り
手
と
一
人
称
の
語

り
を
接
続
す
る
コ
ー
ド
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

人
物
造
型
の
特
徴
で
も
う
ひ
と
つ
重
要
な
の
は
、
佳
子
の
過
剰
と
も
い
え

る
几
帳
面
さ
で
あ
る
。
邸
に
は
毎
日
の
よ
う
に
「
未
知
の
崇
拝
者
達
」
か
ら

の
手
紙
が
届
け
ら
れ
る
が
、
彼
女
は
仕
事
の
前
に
そ
れ
を
読
む
こ
と
を
日
課

と
し
て
い
る
。
夫
君
を
送
り
出
す
際
の
「
毎
朝
」「
い
つ
も
」「
例
に
な
つ
て

ゐ
た
」
と
い
う
表
現
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
彼
女
は
決
め
ら
れ
た
習
慣

を
反
復
し
、
自
ら
の
身
体
を
決
め
事
の
枠
内
に
嵌
め
よ
う
と
す
る
人
物
と
し

て
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
原
稿
」
の
差
出
人
は
、
そ
う
し
た
佳
子
の
几
帳
面
さ
を
知
っ
た
う
え
で

「
か
さ
高
い
原
稿
」
を
届
け
て
い
る
。
い
つ
も
の
習
慣
で
「
表
題
丈
け
で
も

見
て
置
か
う
」
と
思
っ
て
封
を
切
っ
た
佳
子
は
、「
原
稿
」
に
表
題
も
署
名

も
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、
書
き
出
し
が
「
奥
様
」
と
い
う
呼
び
か
け
で
あ

る
こ
と
を
訝
し
く
思
い
つ
つ
「
ぐ
ん
〳
〵
」
と
読
み
進
め
て
し
ま
う
。
文
面

の
背
後
に
「
何
と
な
く
異
常
な
、
妙
に
気
味
悪
い
も
の
」
が
漂
っ
て
い
る
こ

と
を
察
知
し
て
も
「
持
前
の
好
奇
心
」
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
最
後

ま
で
読
み
終
え
る
。
第
二
信
の
な
か
で
、
差
出
人
の
「
私
」
は
ま
る
で
確
信

を
得
て
い
る
よ
う
に
「
已
に
御
覧
済
み
か
と
拝
察
致
し
ま
す
」
と
記
す
が
、

そ
れ
は
「
私
」
が
佳
子
の
几
帳
面
な
性
格
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
こ
と
の
証

左
で
も
あ
る
。

で
は
、
な
ぜ
こ
の
「
原
稿
」
は
文
書
の
プ
ロ
で
あ
る
佳
子
さ
え
虜
に
し
て

し
ま
う
ほ
ど
の
凄
味
を
も
ち
え
た
の
だ
ろ
う
か
？

「
原
稿
」
は
、「
人
間

界
か
ら
姿
を
隠
し
て
」「
悪
魔
の
様
な
生
活
を
続
け
て
」
き
た
男
が
「
世
に

も
不
思
議
な
罪
悪
」
を
告
白
す
る
と
い
う
独
白
体
を
と
っ
て
い
る
。
作
家
志

望
の
フ
ァ
ン
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
創
作
だ
と
思
っ
て
読
み
は
じ
め
た
佳
子
に

と
っ
て
、
そ
う
し
た
誇
張
表
現
は
い
か
に
も
陳
腐
な
も
の
に
映
っ
た
は
ず
で

あ
る
。
だ
が
、「
色
々
御
不
審
に
覚
召
す
点
も
ご
ざ
い
ま
せ
う
が
、
ど
う
か
、

兎
も
角
も
、
こ
の
手
紙
を
終
り
ま
で
御
読
み
下
さ
い
ま
せ
」、
最
後
ま
で
読

ん
で
も
ら
え
れ
ば
「
殊
更
ら
奥
様
に
聞
い
て
頂
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
理
由
が

「
悉
く
明
白
に
な
る
」
と
い
っ
た
地
の
言
葉
に
接
し
て
い
る
う
ち
に
、
彼
女

は
そ
れ
が
自
分
に
向
け
ら
れ
た
「
手
紙
」
で
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
に
陥

る
。
そ
の
瞬
間
、「
原
稿
用
紙
」
が
醸
し
だ
す
「
創
作
」
の
気
配
と
、「
奥
様
」

と
い
う
呼
び
か
け
が
喚
起
す
る
「
手
紙
」
の
信
憑
性
は
宙
吊
り
の
ま
ま
振
幅

し
は
じ
め
る
。「
閨
」
と
い
う
漢
字
が
二
つ
の
意
味
へ
と
解
体
さ
れ
る
の
と

同
じ
よ
う
に
、
そ
こ
で
は
〈
形
〉（＝

形
式
）
と
〈
意
〉（＝

内
容
）
が
別
々

意
味
を
も
っ
て
読
者
に
働
き
か
け
て
い
く
状
況
が
生
成
さ
れ
て
（
４
）

い
る
。

ま
た
、
差
出
人
は
貧
し
く
醜
い
「
一
職
人
」
だ
と
名
の
っ
て
自
ら
を
卑
下

し
つ
つ
、
佳
子
の
美
貌
や
教
養
を
崇
め
る
も
の
言
い
を
繰
り
返
す
。「
私
は
、

マ
マ

お
化
の
様
な
顔
を
し
た
、
そ
の
上
｜
極
く
貧
乏
な
、
一
職
人
に
過
ぎ
な
い
私

の
現
実
を
忘
れ
て
、身
の
程
知
ら
ぬ
、甘
美
な
、贅
沢
な
、種
々
様
々
の
「
夢
」

に
、
あ
こ
が
れ
て
ゐ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
語
り
、
お
互
い
を
異
種
婚
姻
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譚
の
物
語
形
式
に
擬
え
よ
う
と
し
た
り
も
す
る
。
佳
子
が
直
観
し
た
「
何
と

な
く
異
常
な
、
妙
に
気
味
悪
い
も
の
」
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
非
人
間
的
な

も
の
、
野
蛮
の
力
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
佳
子
は
虚
構
な
の
か
事
実
な
の
か
分
か
ら
な
い
「
原
稿
」
を

読
ま
さ
れ
て
い
く
読
者
と
し
て
の
分
裂
、
あ
る
い
は
、
作
家
で
あ
る
こ
と
と

「
奥
様
」
で
あ
る
こ
と
の
分
裂
に
加
え
て
、
さ
ら
に
、
夫
君
と
の
関
係
に
お

い
て
従
順
で
あ
り
続
け
よ
う
と
す
る
「
奥
様
」
の
身
体
性
と
、
ひ
と
り
の
魅

力
的
な
女
性
と
し
て
の
身
体
性
を
同
時
に
抱
え
込
む
こ
と
に
な
る
。
貧
し
く

醜
い
「
一
職
人
」
の
言
葉
は
、「
美
し
い
閨
秀
作
家
」
と
し
て
の
主
体
性
を

激
し
く
揺
さ
ぶ
る
。
重
要
な
の
は
、
こ
う
し
た
揺
ら
ぎ
が
佳
子
の
性
格
や
認

識
の
仕
方
を
あ
ら
か
じ
め
考
慮
し
た
差
出
人
の
計
算
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。差
出
人
は
彼
女
を
遠
く
か
ら
眺
め
て
い
る
だ
け
で
な
く
、

き
わ
め
て
近
い
位
置
か
ら
そ
の
心
理
の
動
き
を
注
視
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
佳
子
と
と
も
に
主
要
な
登
場
人
物
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
な

が
ら
最
後
ま
で
言
葉
を
発
す
る
こ
と
が
な
く
、
端
役
の
よ
う
な
役
回
り
を
与

え
ら
れ
て
い
る
の
が
彼
女
の
夫
君
で
あ
る
。「
外
務
省
書
記
官
」
と
し
て
働

き
、「
立
派
な
邸
」
で
暮
ら
す
彼
は
、
間
違
い
な
く
豊
か
な
教
養
と
知
性
を

も
つ
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
。
妻
の
佳
子
が
作
家
と
し
て
世
に
出
る
こ
と
に
異
を

唱
え
ず
、
留
守
の
と
き
に
は
自
分
の
書
斎
に
閉
じ
籠
る
こ
と
を
許
容
し
て
い

る
こ
と
か
ら
み
て
も
、
包
容
力
の
あ
る
人
物
で
あ
る
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
り
手
は
華
々
し
い
活
躍
を
す
る
妻
君
を
前
に
存
在
感

が
薄
れ
て
い
る
と
語
る
。
実
際
、
夫
君
は
一
度
も
姿
を
現
わ
さ
な
い
し
、「
原

稿
」
を
読
み
終
え
た
あ
と
恐
怖
に
慄
く
佳
子
の
脳
裏
に
も
思
い
浮
か
ば
な

い
。「
人
間
椅
子
」
に
お
け
る
夫
君
は
、
ま
さ
に
身
体
的
に
も
精
神
的
に
も

意
味
を
も
た
な
い
空
虚
な
中
心
と
し
て
描
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
ま
り
に
も
情
報
が
欠
如
し
て
い
る
な
か
で
、
読
者
が
数
少
な
い
手
掛
か

り
に
す
る
の
は
冒
頭
に
記
さ
れ
る
「
外
務
省
書
記
官
」
と
い
う
肩
書
き
で
あ

る
。
厳
松
堂
書
店
編
輯
部
編
『
外
交
官
受
験
提
要
』（
厳
松
堂
法
律
書
店
、

一
九
〇
八
年
二
月
）
に
よ
れ
ば
、「
人
間
椅
子
」
に
登
場
す
る
「
外
務
省
書

記
官
」
は
、
一
般
的
に
外
交
官
（
同
書
に
は
「
内
閣
勤
務
ノ
高
等
外
交
官
ハ

即
チ
外
務
省
高
等
官
ニ
シ
テ
外
務
大
臣
ヲ
始
メ
次
官
、
局
長
、
参
事
官
及
書

記
官
ノ
五
者
ナ
リ
」
と
あ
る
）
と
称
さ
れ
る
官
職
の
ひ
と
つ
で
、
正
式
に
は

「
大
使
館
及
公
使
館
書
記
官
」
を
指
す
。
や
や
時
代
は
異
な
る
が
、
明
治
三

八
年
一
二
月
に
出
さ
れ
た
勅
令
第
二
四
五
号
の
段
階
で
、
大
使
館
と
公
使
館

の
書
記
官
（
そ
れ
ぞ
れ
一
等
か
ら
三
等
ま
で
）
は
三
二
人
で
あ
り
、
そ
の
ほ

と
ん
ど
は
外
交
官
及
領
事
館
試
験
合
格
者
か
ら
任
用
さ
れ
て
い
た
。

『
外
交
官
受
験
提
要
』
に
は
「
如
何
ナ
ル
人
カ
外
交
官
タ
ル
ニ
適
ス
ル

ヤ
」
と
い
う
項
目
が
あ
り
、
一
般
に
「
堂
々
タ
ル
風
姿
ト
閑
雅
ナ
ル
動
静
ト

ヲ
具
備
」
し
た
「
社
会
的
素
質
」
が
必
要
だ
と
勘
違
い
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ
以
上
に
重
要
な
素
質
は
「
冷
静
」「
機
敏
」「
果
断
」
だ
と
説
か
れ
て
い

る
。
ま
た
、
外
交
官
の
職
務
と
し
て
は
「
外
交
官
ハ
主
ト
シ
テD

isa-
greeable

m
ission

ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ニ
シ
テ
交
際
官
ノ
如
ク
外
国
ニ
快
感
ヲ

与
フ
ル
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
ス
其
職
務
ハ
外
国
ニ
対
シ
テ
自
国

ノ
利
益
ヲ
主
張
ス
ル
ニ
ア
リ
故
ニ
性
質
上
寧
ロ
却
テ
不
快
感
ヲ
与
フ
ル
モ
ノ

ナ
リ
ト
謂
フ
ヘ
シ
」
と
あ
り
、「D

isagreeable
m
ission

」（
疎
ま
し
い
使

命
）
を
忠
実
に
こ
な
す
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。「
外
務
省
書
記
官
」
の

職
務
を
踏
ま
え
て
テ
キ
ス
ト
の
記
述
を
追
う
と
、「
私
」
が
外
国
の
要
人
が

宿
泊
す
る
ホ
テ
ル
の
椅
子
に
忍
び
込
ん
だ
と
き
の
体
験
を
綴
っ
た
場
面
と
の

類
似
性
が
見
え
て
く
る
。
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―
―
あ
る
時
、
欧
洲
の
あ
る
強
国
の
大
使
が
（
日
本
人
の
ボ
ー
イ
の
噂

話
に
よ
つ
て
知
つ
た
の
で
す
が
）
そ
の
偉
大
な
体
躯
を
、
私
の
膝
の
上

に
の
せ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
政
治
家
と
し
て
よ
り
も
、

世
界
的
な
詩
人
と
し
て
、
一
層
よ
く
知
ら
れ
て
い
た
人
で
す
が
、
そ
れ

丈
け
に
、
私
は
、
そ
の
偉
人
の
肌
を
知
つ
た
こ
と
が
、
わ
く
〳
〵
す
る

程
も
、
誇
ら
し
く
思
は
れ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

平
山
雄
一
が
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
１
巻
屋
根
裏
の
散
歩
者
』（
光
文

社
文
庫
、
二
〇
〇
四
年
七
月
）
の
註
釈
で
説
明
す
る
通
り
、
こ
こ
に
描
か
れ

る
「
欧
州
の
あ
る
強
国
の
大
使
」
は
、「
劇
作
家
、
詩
人
で
あ
り
、
駐
日
フ

ラ
ン
ス
大
使
を
務
め
た
ポ
ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
（Paul
Ckaudel

一
八

六
八
〜
一
九
五
五
、
駐
日
大
使
在
任
期
間
一
九
二
一
〜
二
五
）
を
モ
デ
ル
に

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。「
一
職
人
」
で
あ
る
「
私
」
が
こ
の
偉
人
に
関

し
て
詳
細
な
知
識
を
有
し
て
い
る
の
は
不
自
然
と
考
え
た
の
か
、「
私
」
の

語
り
に
お
い
て
は
、「
日
本
の
ボ
ー
イ
の
噂
話
に
よ
つ
て
知
つ
た
」、「
何
を

云
つ
て
ゐ
た
の
か
、
私
に
は
さ
つ
ぱ
り
分
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
」
と
釈
明
さ
れ

る
が
、
こ
の
記
述
が
読
者
に
も
た
ら
す
効
果
と
し
て
最
も
重
要
な
の
は
、
ポ

ー
ル
・
ク
ロ
ー
デ
ル
を
想
起
さ
せ
る
「
欧
州
の
あ
る
強
国
の
大
使
」
が
、「
人

間
椅
子
」
に
描
か
れ
る
夫
君
と
妻
で
あ
る
佳
子
の
才
能
を
兼
ね
備
え
た
人
物

と
し
て
機
能
す
る
こ
と
で
あ
る
。
一
方
で
外
交
官
と
し
て
「
駐
日
大
使
」
と

い
う
要
職
に
あ
り
、
も
う
一
方
で
「
世
界
的
な
詩
人
」
と
し
て
不
動
の
名
声

を
獲
得
し
て
い
る
こ
の
人
物
は
、「
外
務
省
書
記
官
」
と
し
て
の
夫
君
が
め

ざ
す
立
身
出
世
と
、
彼
の
お
か
げ
で
「
閨
秀
作
家
」
と
し
て
の
地
位
を
獲
得

し
つ
つ
あ
る
佳
子
の
作
家
的
名
声
を
同
時
に
叶
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
偉
人
」
の
身
体
を
体
感
し
た
こ
と
に
心
を
と
き
め
か
せ
た
「
私
」
は
、

相
手
を
鋭
い
ナ
イ
フ
で
「
グ
サ
リ
と
一
突
き
」
し
た
ら
ど
う
な
る
だ
ろ
う
か

と
い
う
妄
想
を
抱
き
、「
彼
の
本
国
は
素
よ
り
、
日
本
の
政
治
界
は
、
そ
の

為
に
、
ど
ん
な
大
騒
ぎ
を
演
じ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
新
聞
は
、
ど
ん
な
激
情

的
な
記
事
を
掲
げ
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
そ
れ
は
、
日
本
と
彼
の
本
国
と
の
外

交
関
係
に
も
、
大
き
な
影
響
を
与
へ
よ
う
し
、
又
、
芸
術
の
立
場
か
ら
見
て

も
、
彼
の
死
は
世
界
の
一
大
損
失
に
相
違
な
い
」
と
記
す
。
そ
こ
に
は
、
国

家
の
要
人
に
接
す
る
難
し
さ
と
政
治
の
重
大
な
局
面
に
居
合
わ
せ
る
恍
惚
感

が
同
時
に
表
出
し
て
い
る
。「
私
」
は
、
も
し
自
分
が
「
グ
サ
リ
と
一
突
き
」

し
た
ら
日
本
と
相
手
国
の
「
外
交
関
係
」
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
だ
ろ
う

と
懼
れ
つ
つ
、
自
分
に
そ
れ
だ
け
の
大
事
を
起
す
力
が
あ
る
と
い
う
陶
酔
感

に
も
浸
っ
て
い
る
。
可
能
性
の
臨
界
に
迫
っ
た
う
え
で
束
の
間
の
妄
想
と
し

て
処
理
し
て
い
る
。
そ
れ
は
極
め
て
高
度
な
理
性
で
あ
る
。
さ
き
に
紹
介
し

た
『
外
交
官
受
験
提
要
』
に
あ
っ
た
「
如
何
ナ
ル
人
カ
外
交
官
タ
ル
ニ
適
ス

ル
ヤ
」
と
い
う
問
い
に
は
、「
冷
静
」「
機
敏
」「
果
断
」
と
い
う
応
答
が
な

さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
私
」
の
語
り
は
、
ま
さ
に
か
く
あ

る
べ
き
外
交
官
像
を
体
現
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
私
」
の
「
原
稿
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
修
辞
を
駆
使
し
て
書

か
れ
て
い
る
。
し
が
な
い
椅
子
職
人
を
名
乗
る
「
私
」
が
、
な
ぜ
そ
れ
だ
け

の
思
考
力
、
文
章
表
現
力
を
も
っ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
情

報
は
記
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
自
分
を
貧
し
く
教
養
も
な
い
人
間
で
あ
る
か

の
よ
う
に
装
う
「
私
」
の
語
り
は
逆
に
信
憑
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
創
作
と
手
紙
の
あ
い
だ
で
宙
吊
り
に
さ
れ
た
こ
の
「
原
稿
」
は
、
差
出

人
の
「
私
」
を
も
得
体
の
知
れ
な
い
存
在
に
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

そ
の
一
方
で
、
こ
こ
で
の
「
外
交
関
係
」
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
間

違
い
な
く
「
外
務
省
書
記
官
」
で
あ
る
夫
君
の
仕
事
を
連
想
さ
せ
る
。
海
外
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の
要
人
を
椅
子
の
背
面
か
ら
ナ
イ
フ
で
突
き
刺
し
た
い
と
い
う
衝
動
は
「
外

務
省
書
記
官
」
で
あ
る
夫
君
が
抱
く
感
情
と
し
て
理
解
し
た
と
き
は
じ
め
て

リ
ア
リ
テ
ィ
を
獲
得
す
る
か
ら
で
あ
る
。

問
題
は
、
な
ぜ
「
私
」
の
認
識
の
な
か
に
こ
う
し
た
夫
君
の
影
が
入
り
込

む
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
焦
点
を
絞
っ
て
み
る
と
、
テ
キ
ス
ト

内
に
は
「
私
」
と
夫
君
の
接
点
が
も
う
ひ
と
つ
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
そ
れ
は
、
古
道
具
屋
に
売
ら
れ
た
椅
子
が
買
わ
れ
る
と
き
の
「
買
手
は

Ｙ
市
か
ら
程
遠
か
ら
ぬ
、
大
都
会
に
住
ん
で
ゐ
た
、
あ
る
官
吏
で
あ
り
ま
し

た
」、「
買
手
の
お
役
人
は
、
可
也
立
派
な
邸
の
持
主
で
、
私
の
椅
子
は
、
そ

こ
の
洋
館
の
、
広
い
書
斎
に
置
か
れ
ま
し
た
」
と
い
う
描
写
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
「
私
」
は
、
夫
君
を
「
官
吏
」「
お
役
人
」
と
呼
ぶ
。
三
人
称

の
語
り
手
が
「
外
務
省
書
記
官
」
と
記
す
の
に
対
し
て
、「
私
」
の
語
り
は

い
か
に
も
冷
や
や
か
で
あ
る
。
こ
の
証
言
が
事
実
だ
と
す
れ
ば
、
夫
君
は
競

売
に
か
け
ら
れ
た
中
古
の
椅
子
を
わ
ざ
わ
ざ
自
宅
か
ら
遠
く
離
れ
た
「
道
具

屋
」
ま
で
出
か
け
て
買
い
求
め
た
こ
と
に
な
る
。ホ
テ
ル
の
部
屋
に
置
か
れ
、

無
数
の
人
間
が
座
っ
た
で
あ
ろ
う
椅
子
を
自
分
の
妻
の
疲
れ
を
癒
す
た
め
の

家
具
と
し
て
物
色
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
日
々
「
外
務
省
書
記
官
」

と
し
て
多
忙
な
生
活
を
送
っ
て
い
る
は
ず
の
彼
が
、
な
ぜ
新
品
の
き
れ
い
な

椅
子
で
は
な
く
「
道
具
屋
」
の
店
先
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
中
古
品
を
買
い
求

め
に
出
か
け
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
。

ま
た
、「
私
」
の
語
り
に
再
び
夫
君
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
佳
子
は
こ
の

椅
子
を
選
ん
だ
の
は
他
な
ら
ぬ
夫
君
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
再
認
識
す
る
こ

と
に
な
る
。
自
分
の
愛
す
る
妻
の
た
め
に
探
し
求
め
た
椅
子
の
な
か
に
変
態

的
な
愛
慾
を
貪
る
男
が
隠
れ
て
い
る
と
い
う
設
定
は
、
読
者
に
対
し
て
い
か

に
も
倒
錯
的
な
刺
激
を
も
た
ら
す
。
こ
う
し
て
、
読
者
は
こ
の
場
面
の
背
後

に
「
私
」
と
夫
君
の
共
犯
性
、
す
な
わ
ち
、
不
気
味
な
椅
子
が
夫
君
の
了
解

を
得
て
運
び
込
ま
れ
て
い
る
可
能
性
を
見
い
だ
す
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ま
で

「
私
」
の
告
白
を
倒
錯
的
な
欲
望
の
ひ
と
つ
と
解
釈
し
て
き
た
読
者
は
、
こ

こ
で
、
夫
君
が
何
ら
か
の
関
り
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念

を
持
ち
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
肝
心
の
佳
子
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
推
理
を
す
る
余

裕
も
な
い
ま
ま
差
出
人
の
意
の
ま
ま
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
く
。
ま
る

で
佳
子
の
反
応
が
見
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
大
胆
さ
を
増
し
た
差
出
人
は
、

「
夫
人
の
し
な
や
か
な
身
体
は
、
い
つ
も
私
の
上
に
在
り
ま
し
た
」
と
記
述

し
て
自
ら
の
性
衝
動
を
露
骨
に
語
り
は
じ
め
る
。
中
古
の
椅
子
を
わ
ざ
わ
ざ

古
道
具
屋
で
購
入
し
た
の
は
夫
君
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
チ
ラ
つ
か
せ
、
ま

る
で
夫
君
と
自
分
が
昼
夜
別
々
に
「
あ
な
た
」
の
身
体
を
領
有
す
る
こ
と
を

願
う
よ
う
な
倒
錯
的
嗜
好
を
吐
露
す
る
よ
う
に
な
る
。

３

隠
喩
と
し
て
の
「
や
ど
か
り
」／
沈
黙
を
破
る
女
中

こ
こ
に
至
っ
て
、「
人
間
椅
子
」
を
め
ぐ
る
問
い
は
、
ひ
と
つ
の
分
岐
点

に
さ
し
か
か
る
。
そ
れ
が
完
全
な
創
作
だ
と
す
れ
ば
、
差
出
人
は
見
知
ら
ぬ

作
家
志
望
者
の
位
置
に
留
ま
り
、「
私
」
と
い
う
男
は
実
在
し
な
い
こ
と
に

な
る
。
逆
に
そ
れ
が
告
白
の
手
紙
だ
と
す
れ
ば
、
差
出
人
は
佳
子
の
こ
と
を

よ
く
知
っ
て
お
り
、
彼
女
の
動
静
を
常
に
観
察
し
て
い
る
誰
か
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
森
岡
論
に
お
け
る
「
手
紙
の
差
出
人
は
、
実
は
佳
子
の
夫
で
は
な

い
の
か
？
」
と
い
う
問
い
か
け
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
可
能
性
を
吟
味
す
る
な
か

で
再
び
召
喚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
あ
と
、「
私
」
は
そ
れ
ま
で
の
「
彼
女
」
と
い
う
迂
遠
な
呼
称
を
止
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め
て
、
い
ま
そ
れ
を
読
ん
で
い
る
相
手
に
直
接
訴
え
か
け
る
よ
う
な
表
現
で

語
り
は
じ
め
る
。「
奥
様
、
あ
な
た
は
、
無
論
、
と
つ
く
に
御
悟
り
で
ご
ざ

い
ま
せ
う
。
そ
の
私
の
恋
人
と
申
し
ま
す
の
は
、
余
り
の
失
礼
を
お
許
し
下

さ
い
ま
せ
。
実
は
、
あ
な
た
な
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
あ
な
た
の
御
主
人
が
、

あ
の
Ｙ
市
の
道
具
店
で
、
私
の
椅
子
を
御
買
取
り
な
す
つ
て
以
来
、
私
は
あ

な
た
に
及
ば
ぬ
恋
を
さ
さ
げ
て
ゐ
た
、哀
れ
な
男
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
語
り
、

再
び
夫
君
を
仲
介
さ
せ
な
が
ら
許
し
を
乞
お
う
と
す
る
。
さ
き
に
も
述
べ
た

通
り
、
そ
れ
は
二
人
の
夫
婦
関
係
を
承
認
し
つ
つ
、「
御
主
人
」
の
所
有
物

と
し
て
の
「
あ
な
た
」
に
恋
を
し
た
か
の
よ
う
な
も
の
い
い
で
あ
る
。
こ
こ

で
の
「
私
」
は
、
佳
子
へ
の
思
い
を
届
け
る
た
め
に
通
過
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
回
路
と
し
て
「
御
主
人
」
を
必
要
と
し
て
い
る
。「
私
」
の
告
白
の
根

底
に
は
、
佳
子
と
い
う
「
美
し
い
肉
体
の
持
主
」
を
自
分
だ
け
の
も
の
に
し

た
い
と
い
う
欲
望
よ
り
も
、「
奥
様
」
と
し
て
の
彼
女
を
夫
君
か
ら
こ
っ
そ

り
掠
め
取
ろ
う
と
す
る
衝
動
、
す
な
わ
ち
、
他
者
の
欲
望
の
模
倣
が
う
ご
め

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

長
々
と
続
い
て
き
た
「
原
稿
」
の
文
面
は
、
こ
う
し
て
「
熱
烈
な
祈
り
の

言
葉
」
と
と
も
に
閉
じ
ら
れ
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、最
後
の
最
後
に
な
っ
て
、

「
私
」
の
語
り
は
「
原
稿
」
を
書
い
て
い
る
い
ま
か
ら
佳
子
が
そ
れ
を
読
ん

で
い
る
い
ま
へ
と
タ
イ
ム
ス
リ
ッ
プ
す
る
。

―
―
今
、
あ
な
た
が
こ
の
手
紙
を
お
読
み
な
さ
る
時
分
に
は
、
私
は
心

配
の
為
に
青
い
顔
を
し
て
、
お
邸
の
ま
は
り
を
、
う
ろ
つ
き
廻
つ
て
居

り
ま
す
。
／
若
し
、
こ
の
、
世
に
も
無
躾
な
お
願
ひ
を
お
聞
き
届
け
下

さ
い
ま
す
な
ら
ど
う
か
書
斎
の
窓
の
撫
子
の
鉢
植
に
、
あ
な
た
の
ハ
ン

カ
チ
を
お
か
け
下
さ
い
ま
し
、
そ
れ
を
合
図
に
、
私
は
、
何
気
な
き
一

人
の
訪
問
者
と
し
て
お
邸
の
玄
関
を
訪
れ
る
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。

こ
こ
で
の
「
私
」
は
さ
り
げ
な
く
邸
の
内
側
の
情
報
を
書
き
込
み
、
佳
子

を
不
安
の
極
致
へ
と
落
と
し
込
ん
で
い
る
。
書
斎
の
窓
に
「
撫
子
の
鉢
植
」

が
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
情
報
が
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佳
子
は

邸
の
な
か
を
覗
き
込
む
主
体
を
意
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
同
時
に
、

「
原
稿
」
の
背
後
に
い
る
「
私
」
が
身
体
性
を
獲
得
す
る
瞬
間
で
も
あ
る
。

自
分
に
劣
情
を
抱
く
男
が
、
い
ま
ま
さ
に
邸
の
周
辺
を
「
う
ろ
つ
き
廻
つ

て
」
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
恐
怖
に
襲
わ
れ
た
佳
子
は
、
無
意
識
の
う

ち
に
書
斎
か
ら
「
日
本
建
て
の
居
間
」
へ
と
逃
げ
出
す
。
洋
風
の
「
書
斎
」

を
仕
事
部
屋
と
し
、
夫
君
が
出
か
け
た
あ
と
の
時
間
の
ほ
と
ん
ど
を
そ
こ
で

過
ご
し
て
い
た
彼
女
が
、
こ
こ
で
「
日
本
建
て
の
居
間
」
を
避
難
所
と
し
て

選
択
す
る
こ
と
。
そ
の
書
き
方
は
「
人
間
椅
子
」
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

あ
ら
た
め
て
テ
キ
ス
ト
を
見
直
す
と
、
こ
の
小
説
に
は
日
本
、
日
本
人
と

い
っ
た
表
現
が
頻
出
し
、
日
本
と
西
欧
を
対
立
軸
で
捉
え
る
傾
向
が
強
い
こ

と
が
わ
か
る
。
た
と
え
ば
、「
私
」
が
椅
子
へ
の
偏
執
を
語
る
場
面
。
そ
れ

は
、「
日
本
に
も
舶
来
品
に
劣
ら
ぬ
椅
子
職
人
が
ゐ
る
か
ら
」
と
い
う
理
由

で
、
や
っ
と
註
文
を
取
り
つ
け
た
も
の
で
あ
る
。
椅
子
が
競
売
に
か
け
ら
れ

た
こ
と
を
語
る
場
面
で
は
、海
外
の
要
人
を
迎
え
入
れ
る
贅
沢
な
「
ホ
テ
ル
」

が
営
業
方
針
の
転
換
に
よ
っ
て
「
一
般
向
き
の
旅
館
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
西
欧
を
模
倣
し
て
そ
れ

に
負
け
な
い
「
ホ
テ
ル
」
を
営
業
す
る
よ
り
も
、
日
本
人
に
分
相
応
な
「
一

般
向
き
の
旅
館
」
の
方
が
堅
実
な
商
売
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識

で
あ
る
。
ま
た
、
椅
子
に
入
っ
て
人
間
を
革
越
し
に
抱
き
す
く
め
る
こ
と
の
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快
感
を
知
っ
た
「
私
」
は
、
は
じ
め
の
う
ち
こ
そ
「
色
々
の
異
性
」
の
感
触

を
愉
し
む
が
、
や
が
て
、
相
手
が
「
異
国
人
」
だ
と
「
ど
ん
な
立
派
な
、
好

も
し
い
肉
体
の
持
主
」
で
あ
っ
て
も
精
神
的
に
「
妙
な
物
足
り
な
さ
」
を
感

じ
る
よ
う
に
な
る
。「
日
本
人
は
、
同
じ
日
本
人
に
対
し
て
ゞ
な
け
れ
ば
、

本
当
の
恋
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
考
え
、「
日

本
人
に
買
ひ
と
ら
れ
る
」
こ
と
を
夢
想
す
る
よ
う
に
な
る
。
佳
子
と
の
出
遭

マ
マ

い
に
つ
い
て
も
、「
彼
女
は
、
私
の
始
め
て
接
し
た
日
本
人
で
、
而
も
十
分

美
し
い
肉
体
の
持
主
で
あ
り
ま
し
た
」
と
回
顧
し
、
わ
ざ
わ
ざ
「
日
本
人
」

で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

主
人
公
の
夫
君
は
「
外
務
省
書
記
官
」
で
あ
り
、
ゆ
く
ゆ
く
は
妻
を
伴
っ

て
海
外
赴
任
を
す
る
か
も
し
れ
な
い
立
場
に
あ
る
。
こ
の
夫
婦
に
と
っ
て
西

欧
的
な
生
活
習
慣
や
価
値
観
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
必
須
の
こ
と
と
考
え
ら

れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
君
は
自
ら
の
邸
に
「
日
本
建
て
の
居
間
」
を

拵
え
、
そ
の
空
間
を
妻
に
与
え
た
。
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
、
自
分
が
愛
す
る

も
の
を
日
本
と
い
う
「
門
」
の
な
か
に
置
い
て
お
き
た
い
と
い
う
願
望
の
顕

れ
で
あ
り
、
テ
キ
ス
ト
内
で
「
私
」
が
用
い
る
夫
君
／
奥
様
と
い
う
家
父
長

的
な
呼
称
に
も
通
底
す
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
控
え
め
で
奥
ゆ
か
し
い
こ
と

を
日
本
人
女
性
の
美
徳
で
あ
る
か
の
よ
う
に
捉
え
る
見
方
は
、「
日
本
人
は
、

同
じ
日
本
人
に
対
し
て
で
な
け
れ
ば
、
本
当
の
恋
を
感
じ
る
こ
と
が
出
来
な

い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
と
考
え
る
「
私
」
の
嗜
好
と
も
接
続
す
る
。「
人

間
椅
子
」
に
は
、「
美
し
い
閨
秀
作
家
」
と
し
て
活
躍
す
る
女
性
を
抑
圧
し

て
「
門
」
の
な
か
に
閉
じ
込
め
よ
う
と
す
る
力
と
、
女
性
を
「
日
本
」「
日

本
人
」
と
い
う
枠
の
な
か
に
嵌
め
込
も
う
と
す
る
力
が
同
時
並
行
的
に
働
い

て
お
り
、「
原
稿
」
の
差
出
人
で
あ
る
「
私
」
と
夫
君
が
、
結
託
し
て
そ
れ

ぞ
れ
を
補
強
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
力
学
に
沿
っ
て
テ
キ
ス
ト
を
読
む
と
き
、「
原
稿
」
に
記
さ
れ

て
い
た
次
の
よ
う
な
挿
話
は
何
や
ら
意
味
深
長
な
響
き
を
も
ち
は
じ
め
る
。

―
―
あ
な
た
は
、
海
岸
の
波
打
際
な
ど
に
、「
や
ど
か
り
」
と
い
ふ
一

種
の
蟹
の
ゐ
る
の
を
御
存
知
で
ご
ざ
い
ま
せ
う
。
大
き
な
蜘
蛛
の
様
な

恰
好
を
し
て
ゐ
て
、
人
が
ゐ
な
い
と
、
そ
の
辺
を
我
物
顔
に
、
の
さ
ば

り
歩
い
て
ゐ
ま
す
が
、
一
寸
で
も
人
の
足
音
が
し
ま
す
と
、
恐
ろ
し
い

速
さ
で
、
貝
殻
の
中
へ
逃
げ
込
み
ま
す
。

こ
れ
は
、
椅
子
の
な
か
に
入
っ
た
自
分
を
「
や
ど
か
り
」
に
見
立
て
た
描

写
で
あ
る
。「
気
味
の
悪
い
、
毛
む
く
じ
や
ら
の
前
足
」
と
い
う
の
も
、
貧

し
く
醜
い
「
一
職
人
」
が
自
ら
を
卑
下
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、「
美

し
い
閨
秀
作
家
」
で
あ
る
佳
子
の
も
と
に
届
け
ら
れ
、
彼
女
自
身
が
読
み
手

と
な
っ
た
瞬
間
、
こ
の
言
葉
は
も
う
ひ
と
つ
の
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

テ
キ
ス
ト
の
書
き
出
し
が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
あ
る
意
味
、
佳
子
は

夫
君
を
主
と
す
る
こ
の
邸
の
「
や
ど
か
り
」
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
続
く

「
此
の
頃
で
は
、
外
務
省
書
記
官
で
あ
る
夫
君
の
影
を
薄
く
思
は
せ
る
程
も
、

有
名
に
な
つ
て
ゐ
た
」
と
い
う
言
説
も
、
穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
「
や
ど
か

り
」
が
「
大
き
な
蜘
蛛
の
様
な
恰
好
を
し
て
ゐ
て
、
人
が
ゐ
な
い
と
、
そ
の

辺
を
我
物
顔
に
、
の
さ
ば
り
歩
く
」
と
い
う
描
写
に
つ
な
が
る
し
、「
原
稿
」

を
読
み
終
え
て
「
ま
つ
青
に
な
つ
て
了
つ
た
」
佳
子
が
「
書
斎
か
ら
逃
げ
出

し
て
」
い
く
様
子
も
想
起
さ
せ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
は
決
し
て
因
果
関
係
的
に
接

続
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、「
や
ど
か
り
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
、

ニ
ュ
ア
ン
ス
、
寓
意
性
が
佳
子
へ
と
集
約
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
夫
君
の

側
か
ら
悪
意
を
も
っ
た
眼
差
し
を
向
け
た
ら
こ
う
し
た
悪
口
に
な
る
だ
ろ
う
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と
思
わ
せ
る
文
脈
を
つ
く
り
だ
す
の
で
あ
る
。「
原
稿
」
の
記
述
と
夫
君
の

立
場
は
こ
こ
で
も
共
振
し
て
い
る
。

こ
う
し
て
、「
私
」
の
「
原
稿
」
は
全
文
が
読
者
の
前
に
開
示
さ
れ
る
わ

け
だ
が
、
三
人
称
の
語
り
手
は
、
そ
れ
を
読
み
終
え
た
佳
子
の
様
子
を
、

彼
女
は
、
あ
ま
り
の
こ
と
に
、
ボ
ン
ヤ
リ
し
て
了
つ
て
、
こ
れ
を
ど

う
処
置
す
べ
き
か
、
ま
る
で
見
当
が
つ
か
ぬ
の
で
あ
つ
た
。
椅
子
を
調

べ
て
見
る
。（
？
）
ど
う
し
て
ど
う
し
て
、
そ
ん
な
気
味
の
悪
い
こ
と

が
出
来
る
も
の
か
。
そ
こ
に
は
仮
令
、
も
う
人
間
が
い
な
く
て
も
、
食

物
そ
の
他
の
、
彼
に
附
属
し
た
汚
い
も
の
が
、
ま
だ
残
さ
れ
て
ゐ
る
に

相
違
な
い
の
だ
。
／
「
奥
様
、
お
手
紙
で
ご
ざ
い
ま
す
。」
／
ハ
ツ
と

し
て
、
振
り
向
く
と
、
そ
れ
は
、
一
人
の
女
中
が
、
今
届
い
た
ら
し
い

封
書
を
持
つ
て
来
た
の
だ
つ
た
。

と
描
写
す
る
。
そ
こ
に
は
、
テ
キ
ス
ト
内
に
た
だ
の
一
度
も
姿
を
現
し
て
い

な
か
っ
た
こ
の
邸
の
女
中
が
「
奥
様
、
お
手
紙
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
台

詞
と
と
も
に
可
視
化
さ
れ
て
い
る
。

「
二
癈
人
」（『
新
青
年
』
一
九
二
四
年
六
月
）
に
お
い
て
、
自
分
が
過
去

に
夢
遊
病
の
状
態
で
殺
人
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
と
信
じ
込
ん
で
い
る
井
原
の

も
と
を
訪
れ
た
斎
藤
と
い
う
男
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、
球

体
で
で
き
た
鏡
の
部
屋
に
閉
じ
こ
も
っ
て
発
狂
し
て
し
ま
う
男
の
末
路
を
描

い
た
「
鏡
地
獄
」（『
大
衆
文
芸
』
一
九
二
六
年
一
〇
月
）
に
お
け
る
「
小
間

使
い
」
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
乱
歩
の
初
期
怪
奇
小
説
に
は
、�
テ
キ
ス

ト
内
に
明
確
な
証
拠
を
残
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
読
者
の
多
く
が
犯
人

で
は
な
い
か
と
推
定
す
る
人
物
�
が
頻
出
す
る
。
い
ま
眼
の
前
に
い
る
相
手

が
自
分
を
恐
怖
に
陥
れ
よ
う
と
す
る
邪
悪
な
存
在
だ
っ
た
ら
…
…
、
と
い
う

か
た
ち
で
読
者
に
恐
怖
感
を
与
え
、
事
件
の
謎
そ
の
も
の
を
最
後
ま
で
解
き

明
か
さ
な
い
ま
ま
閉
じ
て
し
ま
う
テ
キ
ス
ト
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。

こ
う
し
た
捉
え
ど
こ
ろ
の
な
い
他
者
が
登
場
す
る
小
説
を
正
確
に
読
み
解

く
た
め
に
は
、
真
相
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
探
る
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
人

物
が
配
置
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
必
然
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
な
ぜ
そ

の
よ
う
な
「
書
き
方
」
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
観

点
か
ら
登
場
人
物
の
役
割
を
背
理
的
に
導
き
出
し
て
い
く
こ
と
が
有
効
な
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
た
び
た
び
引
用
し
て
い
る
森
岡
論
が
、

「
二
通
目
の
手
紙
が
佳
子
の
手
に
運
ば
れ
る
絶
妙
の
間
合
い
、
そ
し
て
二
通

目
の
手
紙
に
使
用
さ
れ
る
「
ま
し
」
と
い
う
文
末
表
現
を
考
慮
に
入
れ
る
な

ら
ば
、
そ
の
女
中
が
佳
子
の
名
声
を
妬
ん
だ
、
と
い
う
可
能
性
す
ら
も
ま
た

決
し
て
否
定
は
で
き
な
い
」
と
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
彼
女
の
登
場
の
タ
イ

ミ
ン
グ
は
実
に
絶
妙
で
あ
る
と
同
時
に
不
可
解
で
も
あ
る
。

こ
の
邸
に
は
「
さ
つ
き
」
郵
便
の
束
が
届
い
た
ば
か
り
な
の
だ
か
ら
、
こ

こ
で
「
今
届
い
た
ら
し
い
封
書
」
が
一
通
だ
け
持
ち
込
ま
れ
る
の
は
不
自
然

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
二
通
目
の
封
書
が
速
達
だ
っ
た
可
能
性
は
排
除
で
き

な
い
が
、
そ
の
場
合
は
佳
子
の
目
に
も
速
達
の
ス
タ
ン
プ
が
見
え
て
い
る
だ

ろ
う
か
ら
、
語
り
手
が
そ
の
こ
と
に
触
れ
な
い
の
は
情
報
の
意
図
的
な
操
作

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
残
さ
れ
た
可
能
性
は
、
邸
の
傍
を
う
ろ
つ
い
て
い
る

「
私
」
が
女
中
に
直
接
封
書
を
手
渡
し
た
場
合
だ
が
、
そ
う
な
る
と
不
審
者

の
存
在
を
佳
子
に
報
告
し
な
い
女
中
の
態
度
は
極
め
て
不
自
然
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
そ
こ
に
は
、
女
中
が
「
私
」
と
何
ら
か
の
つ
な
が
り
を
も
っ
て
お

り
、
佳
子
の
表
情
を
見
極
め
な
が
ら
「
私
」
か
ら
依
頼
さ
れ
た
封
書
を
届
け

た
と
推
測
し
た
く
な
る
よ
う
な
状
況
が
形
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
森
岡
論
は
、「
均
し
並
に
不
確
か
な
当
て
推
量
で
あ

り
、
結
局
〈
真
相
〉
を
巡
る
問
い
は
迷
宮
に
入
り
込
む
。
し
か
し
、
実
は
こ

の
よ
う
に
如
何
に
も
〈
真
相
〉
ら
し
き
も
の
が
幾
ら
で
も
想
定
可
能
で
あ

る
、
と
い
う
そ
の
こ
と
こ
そ
が
、
佳
子
の
恐
怖
を
最
も
深
い
場
所
か
ら
支
え

て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
説
い
て
い
る
が
、「〈
真
相
〉
ら
し
き
も

の
が
幾
ら
で
も
想
定
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
回
し
に
は
超
越
論
的
な
認

識
が
入
り
込
ん
で
い
る
。
自
ら
の
解
釈
が
逆
に
読
み
の
ア
ポ
リ
ア
を
明
ら
か

に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
倒
錯
が
あ
る
。

「
人
間
椅
子
」
に
は
女
中
に
関
す
る
記
述
が
も
う
一
箇
所
だ
け
あ
る
。
そ

れ
は
「
私
」
が
「
原
稿
」
の
な
か
で
、「
虫
の
い
い
話
で
す
が
、
私
を
愛
し

て
貰
い
度
く
思
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
で
も
、
そ
れ
を
ど
う
し
て
合
図
致

し
ま
し
ょ
う
。
若
し
、
そ
こ
に
人
間
が
隠
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
か

ら
さ
ま
に
知
ら
せ
た
な
ら
、
彼
女
は
き
っ
と
、
驚
き
の
余
り
、
主
人
や
召
使

達
に
、
そ
の
事
を
告
げ
る
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
で
は
凡
て
が
駄
目
に

な
っ
て
了
う
ば
か
り
か
、
私
は
、
恐
ろ
し
い
罪
名
を
着
て
、
法
律
上
の
刑
罰

を
さ
え
受
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
自
嘲
す
る
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
「
私
」
は
、女
中
を
「
召
使
達
」
の
ひ
と
り
に
数
え
、自
分
が
合
図
を
送
っ

て
も
「
主
人
や
召
使
達
」
に
怪
し
ま
れ
な
い
た
め
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か

を
考
え
て
い
る
。テ
キ
ス
ト
に
は
そ
れ
以
上
の
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、

そ
れ
は
、
昼
の
あ
い
だ
小
説
の
執
筆
に
没
頭
し
、
夜
は
夫
君
の
世
話
に
追
わ

れ
る
彼
女
と
直
接
的
な
コ
ン
タ
ク
ト
を
取
る
方
法
が
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
こ

と
の
証
左
に
他
な
ら
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、「
私
」
が
自
分
の
思
い
描
い
た

タ
イ
ミ
ン
グ
で
佳
子
に
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
届
け
る
た
め
に
は
、「
主
人
や
召
使

達
」
の
協
力
が
必
要
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
本
稿
は
こ
の
女
中
と
「
私
」
は
な
ん
ら
か
の
か
た
ち

で
意
思
の
疎
通
を
図
っ
て
い
た
と
推
測
す
る
。
女
中
が
絶
妙
の
間
合
い
で
二

通
目
の
封
書
を
手
渡
す
た
め
に
は
「
私
」
か
ら
の
具
体
的
な
指
示
が
必
要

だ
っ
た
は
ず
だ
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
が
事
実
か
ど
う
か
と
い
う

「
迷
宮
」
に
入
っ
て
い
く
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
が
通
じ
合
っ
て
い
る
よ

う
な
〈
書
き
方
〉
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
体
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い

る
と
す
る
立
場
を
と
る
。

こ
う
し
た
女
中
の
振
る
舞
い
に
つ
い
て
森
岡
論
は
、「
佳
子
の
名
声
を
妬

ん
だ
」
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
テ
キ
ス
ト
内
の
あ
ら
ゆ
る
表

現
を
吟
味
し
て
も
根
拠
が
見
い
だ
せ
な
い
読
み
で
あ
り
、
本
稿
で
は
採
用
し

な
い
。
む
し
ろ
、
女
中
は
「
私
」
の
よ
う
な
人
間
か
ら
見
て
も
「
召
使
達
」

に
見
え
る
ほ
ど
弱
い
立
場
な
わ
け
で
あ
り
、「
主
人
」
す
な
わ
ち
佳
子
の
夫

君
に
服
従
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
「
原
稿
」
や
封
書
の
手
渡
し
役
を
務
め
る
と

理
解
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
女
自
身
に
欲
や
目
的
が
あ
る
と
い
う

よ
り
、
夫
君
か
ら
の
指
示
を
忠
実
に
こ
な
す
存
在
だ
か
ら
こ
そ
テ
キ
ス
ト
に

緊
張
と
弛
緩
の
裂
け
目
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

４

隠
す
こ
と
／
顕
す
こ
と
の
身
ぶ
り

「
日
本
建
て
の
居
間
」
へ
と
逃
げ
込
ん
だ
佳
子
は
、
さ
ん
ざ
ん
迷
っ
た
末

に
封
書
を
破
り
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
「
奇
妙
な
文
言
」
を
読
む
。

突
然
御
手
紙
を
差
上
げ
ま
す
無
躾
を
、
幾
重
に
も
お
許
し
下
さ
い
ま

し
。
私
は
日
頃
、
先
生
の
お
作
を
愛
読
し
て
い
る
も
の
で
ご
ざ
い
す
。

別
封
お
送
り
致
し
ま
し
た
の
は
、
私
の
拙
い
創
作
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御

一
覧
の
上
、
御
批
評
が
頂
け
ま
す
れ
ば
、
此
上
の
幸
は
ご
ざ
い
ま
ん
。
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あ
る
理
由
の
為
に
、
原
稿
の
方
は
、
こ
の
手
紙
を
書
き
ま
す
前
に
投
函

致
し
ま
し
た
か
ら
、
已
に
御
覧
済
み
か
と
拝
察
致
し
ま
す
。
如
何
で
ご

ざ
い
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
。
若
し
、
拙
作
が
い
く
ら
か
で
も
、
先
生
に

感
銘
を
与
え
得
た
と
し
ま
す
れ
ば
、
こ
ん
な
嬉
し
い
こ
と
は
な
い
の
で

わ
ざ

ご
ざ
い
ま
す
が
。
原
稿
に
は
、
態
と
省
い
て
置
き
ま
し
た
が
、
表
題
は

「
人
間
椅
子
」
と
つ
け
た
い
考
え
で
ご
ざ
い
ま
す
。
／
で
は
、
失
礼
を

顧
み
ず
、
お
願
い
ま
で
。
匆
々
。

「
私
」
は
こ
こ
で
は
じ
め
て
「
日
頃
、
先
生
の
お
作
を
愛
読
し
て
ゐ
る
も

の
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
名
の
り
、
最
初
に
送
っ
た
「
原
稿
」
は
創
作
だ
と
告

白
す
る
。「
原
稿
」
は
郵
便
と
し
て
「
投
函
」
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、「
あ

る
理
由
」
で
そ
れ
を
先
に
届
け
て
お
く
必
要
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、「
原

稿
に
は
、
態
と
省
い
て
置
き
ま
し
た
が
、
表
題
は
「
人
間
椅
子
」
と
つ
け
た

い
考
」
で
あ
る
こ
と
を
明
か
す
。「
私
」
は
表
向
き
自
分
が
佳
子
を
恐
怖
に

陥
れ
た
こ
と
を
詫
び
る
素
振
り
を
見
せ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
思
わ
せ
ぶ
り

な
言
い
回
し
を
し
て
事
の
次
第
を
隠
蔽
す
る
。「
あ
る
理
由
」
に
よ
っ
て
話

せ
な
い
こ
と
が
あ
る
と
話
す
こ
と
で
相
手
を
翻
弄
し
よ
う
と
す
る
。
佳
子
は

自
分
が
な
ぜ
こ
ん
な
酷
い
目
に
遭
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
理
由

を
知
る
術
も
な
く
「
私
」
か
ら
突
き
放
さ
れ
る
。

で
は
、
こ
こ
で
「
私
」
が
記
す
「
あ
る
理
由
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
常
識

的
に
考
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、
手
紙
と
も
創
作
と
も
つ
か
な
い
「
原
稿
」
を
さ

き
に
届
け
、
あ
と
か
ら
事
情
を
説
明
す
る
手
紙
を
送
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
佳

子
に
よ
り
大
き
な
不
安
と
恐
怖
を
与
え
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

だ
が
、
卑
下
す
る
と
こ
ろ
は
徹
底
的
に
卑
下
し
、
相
手
の
心
を
動
揺
さ
せ

よ
う
と
す
る
と
き
に
は
急
所
を
鋭
く
突
い
て
く
る
よ
う
な
自
信
に
充
ち
た
書

き
ぶ
り
を
み
せ
る
「
私
」
は
、
恐
ら
く
は
じ
め
か
ら
佳
子
の
内
面
を
自
由
に

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
と
い
う
確
証
を
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
逆
に
い

え
ば
、
そ
ん
な
「
私
」
が
わ
ざ
わ
ざ
自
分
の
仕
掛
け
た
罠
に
つ
い
て
自
解
す

る
必
要
は
ど
こ
に
も
な
い
の
で
あ
る
。

同
じ
こ
と
は
「
態
と
省
い
て
」
と
い
う
表
現
に
も
い
え
る
。
こ
こ
に
書
か

れ
て
い
る
「
原
稿
」
が
創
作
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
タ
イ
ト
ル
は
何
よ
り
も
重

要
な
情
報
で
あ
る
。
冒
頭
に
タ
イ
ト
ル
を
付
す
こ
と
は
画
竜
点
睛
そ
の
も
の

で
あ
る
。
人
気
作
家
と
し
て
活
躍
す
る
佳
子
に
向
け
て
、
留
め
の
一
手
の
よ

う
に
タ
イ
ト
ル
を
付
し
て
見
せ
る
よ
う
な
演
出
を
施
す
と
い
う
こ
と
は
、
あ

な
た
よ
り
も
自
分
の
方
が
作
家
と
し
て
の
セ
ン
ス
が
あ
る
と
で
も
言
い
た
げ

な
挑
戦
的
行
為
と
な
る
。
佳
子
に
向
け
て
「
態
と
省
い
て
」
と
い
う
�
書
き

方
�
を
す
る
「
私
」
は
、彼
女
を
恐
怖
に
陥
れ
よ
う
と
す
る
欲
望
と
同
時
に
、

自
分
の
方
が
優
れ
た
文
章
を
書
く
才
能
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
承
認
さ
せ
た

い
と
い
う
願
望
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

「
私
」
の
な
か
に
は
文
章
の
〈
書
き
方
〉
に
関
す
る
並
々
な
ら
ぬ
自
負
が

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
あ
る
理
由
」、「
態
と
省
い
て
」
と
い
っ
た
表
現
を

用
い
て
言
葉
の
身
ぶ
り
や
駆
け
引
き
を
見
せ
つ
け
、
相
手
が
翻
弄
さ
れ
て
い

る
姿
を
思
い
浮
か
べ
な
が
ら
悦
に
入
る
。
佳
子
は
、
そ
ん
な
「
私
」
の
言
語

遊
戯
を
几
帳
面
に
受
け
止
め
て
く
れ
る
絶
好
の
読
者
で
あ
り
、
必
ず
こ
ち
ら

の
期
待
に
沿
っ
た
反
応
を
し
て
く
れ
る
信
頼
に
値
す
る
他
者
な
の
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
の
最
後
に
は
、「
で
は
失
礼
を
顧
み
ず
、
お
願
い
ま
で
。
匆
々
」
と

い
う
挨
拶
が
添
え
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
自
分
の
狙
い
が
計
算
通

り
に
伝
わ
っ
た
達
成
感
の
表
明
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
、「
人
間
椅
子
」
は
「
私
」
と
佳
子
の
あ
い
だ
で
交
わ
さ
れ
る

心
理
劇
と
し
て
の
様
相
を
呈
す
る
。
佳
子
に
届
け
ら
れ
る
「
原
稿
」
は
、
た
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だ
差
出
人
が
不
明
な
の
で
は
な
く
、
差
出
人
の
特
定
に
つ
な
が
る
「
署
名
」

や
「
表
題
」
を
「
態
と
省
い
て
置
き
ま
し
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト

な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。真
相
が
ど
こ
に
あ
る
か
で
は
な
く
、

隠
す
こ
と
／
顕
す
こ
と
の
身
ぶ
り
を
含
め
た
多
様
な
レ
ベ
ル
で
の
物
語
行
為

こ
そ
が
心
理
劇
を
読
む
た
め
の
カ
ギ
と
し
て
浮
上
し
て
く
る
。

こ
こ
で
再
び
、
語
り
手
が
佳
子
の
苗
字
を
明
ら
か
に
せ
ず
、
夫
君
の
存
在

を
い
っ
さ
い
可
視
化
し
な
か
っ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
み
よ
う
。「
私
」
が

出
し
た
封
筒
の
裏
側
に
は
「
彼
女
の
宛
名
」
が
記
さ
れ
て
い
る
に
も
か
わ
ら

ず
、
語
り
手
は
な
ぜ
彼
女
の
苗
字
に
言
及
し
な
い
の
か
。
椅
子
を
買
い
に
来

た
夫
君
は
自
分
の
名
前
と
運
搬
先
の
住
所
を
正
確
に
伝
え
て
い
る
は
ず
な
の

に
、「
私
」
は
な
ぜ
そ
の
住
所
を
「
Ｙ
市
か
ら
程
遠
か
ら
ぬ
、
大
都
会
」
な

ど
と
い
う
曖
昧
な
言
葉
で
表
現
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
語
り
手
の
な
か
に
隠

匿
へ
の
意
思
が
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
佳
子
と
夫
君
の
日
常
を
克
明
に

描
い
て
し
ま
う
と
、
テ
キ
ス
ト
が
完
全
な
か
た
ち
で
保
持
し
て
い
る
謎
、
す

な
わ
ち
「
私
」
は
誰
な
の
か
と
い
う
謎
に
綻
び
が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

テ
キ
ス
ト
内
の
様
々
な
局
面
に
お
い
て
「
私
」
の
言
説
が
夫
君
の
職
業
的

立
場
を
反
映
さ
せ
た
内
容
に
な
っ
て
い
た
こ
と
、
こ
の
邸
の
主
で
あ
る
夫
君

に
仕
え
る
女
中
の
役
割
、
そ
し
て
、
さ
き
に
述
べ
た
「
閨
」
と
い
う
文
字
に

隠
さ
れ
た
暗
号
を
総
合
す
る
と
、
夫
君
は
表
舞
台
に
登
場
し
な
い
の
で
は
な

く
、
自
分
の
素
顔
を
曝
さ
な
い
ま
ま
佳
子
へ
と
接
近
す
る
こ
と
を
希
求
し
て

い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
仮
説
に
た
ど
り
着
く
。

実
際
、
佳
子
の
も
と
に
届
い
た
「
原
稿
」
は
こ
の
邸
に
お
け
る
夫
君
の
立

場
を
優
位
に
す
る
役
目
を
果
た
す
と
思
わ
れ
る
。た
と
え
ば
、語
り
手
は
「
原

稿
」
を
読
み
終
え
た
彼
女
を
「「
オ
ヽ
、
気
味
の
悪
い
。」
／
彼
女
は
冷
水
を

あ
び
せ
ら
れ
た
様
な
、
悪
寒
を
覚
え
た
。
そ
し
て
、
い
つ
ま
で
た
つ
て
も
、

不
思
議
な
身
震
ひ
が
や
ま
な
か
つ
た
。
／
彼
女
は
、
あ
ま
り
の
こ
と
に
、
ボ

ン
ヤ
リ
し
て
了
つ
て
、
こ
れ
を
ど
う
処
置
す
べ
き
か
、
ま
る
で
見
当
が
つ
か

ぬ
の
で
あ
つ
た
」
と
描
写
し
て
い
る
。
テ
キ
ス
ト
の
冒
頭
で
「
好
奇
心
」
の

強
い
女
性
と
説
明
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
佳
子
が
、
こ
こ
で
は
椅
子
の
な
か
を

覗
く
こ
と
さ
え
で
き
ぬ
ほ
ど
に
怯
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。

「
あ
ま
り
の
こ
と
に
、
ボ
ン
ヤ
リ
し
て
了
つ
て
、
こ
れ
を
ど
う
処
置
す
べ

き
か
、
ま
る
で
見
当
が
つ
か
ぬ
」
状
態
。
そ
れ
が
い
ま
の
佳
子
で
あ
る
。
こ

の
あ
と
、彼
女
は
帰
宅
し
た
夫
君
に
「
原
稿
」
の
こ
と
を
話
す
は
ず
で
あ
る
。

場
合
に
よ
っ
て
は
椅
子
の
な
か
を
調
べ
て
も
ら
う
役
目
ま
で
頼
み
込
む
か
も

し
れ
な
い
。
当
然
、
夫
君
は
こ
れ
ま
で
よ
り
も
は
る
か
に
頼
り
が
い
の
あ
る

存
在
に
な
る
。
語
り
手
か
ら
「
影
」
が
薄
く
な
り
つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
さ

れ
て
い
た
夫
君
は
、
こ
の
事
件
以
降
、
間
違
い
な
く
邸
で
の
主
導
権
を
回
復

す
る
に
違
い
な
い
。
佳
子
は
再
び
「
亻
」（
人
偏
）
を
奪
わ
れ
た
状
態
で

「
門
」
の
な
か
に
収
ま
り
、
二
人
の
生
活
に
は
夫
君
／
奥
様
の
安
定
し
た
秩

序
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
テ
キ
ス
ト
内
に
は
、
夫
君
が
「
原
稿
」
の
差
出
人
で

あ
る
こ
と
を
裏
付
け
る
記
述
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
が
、
少
な
く
と
も
三

人
称
の
語
り
手
は
、
佳
子
の
恐
怖
体
験
が
こ
の
邸
に
も
た
ら
す
思
い
が
け
な

い
効
果
を
熟
知
し
、
そ
れ
を
暗
号
に
変
え
て
読
者
に
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ

る
。と

こ
ろ
で
、
語
り
手
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
も
う
ひ
と
つ
の
動
機
を
書
き

込
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
二
人
の
仕
事
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。「
外
務
省
書

記
官
」
の
仕
事
は
要
人
の
言
葉
を
翻
訳
、
通
訳
す
る
こ
と
が
重
要
な
職
務
で

あ
り
、
自
分
自
身
の
自
由
な
言
葉
で
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
反

し
て
、
小
説
家
で
あ
る
佳
子
は
想
像
の
世
界
を
駆
け
巡
り
誰
に
も
拘
束
さ
れ

る
こ
と
な
く
言
葉
を
発
信
す
る
自
由
を
も
っ
て
い
る
。
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差
出
人
は
第
二
信
に
「
別
封
お
送
り
致
し
ま
し
た
の
は
、
私
の
拙
い
創
作

で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
一
覧
の
上
、
御
批
評
い
た
だ
け
れ
ば
、
此
上
の
幸
は
ご

ざ
い
ま
せ
ん
」
と
書
き
、
そ
れ
を
「
創
作
」
と
し
て
を
批
評
し
て
も
ら
う
こ

と
を
強
く
望
ん
で
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
を
結
ん
だ
と
こ
ろ
に
見
え
て
く

る
の
は
、
活
躍
す
る
佳
子
に
対
す
る
嫉
妬
あ
る
い
は
競
争
心
に
似
た
思
惑
で

あ
る
。

夫
君
の
力
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
佳
子
の
知
ら
な
い
第
三
者
に
代
筆
を
依
頼

し
て
「
原
稿
」
を
書
か
せ
る
こ
と
も
、
女
中
を
う
ま
く
使
っ
て
手
の
込
ん
だ

芝
居
を
う
つ
こ
と
も
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
は
ず
で
あ
る
。
匿
名
の
差
出

人
と
し
て
「
原
稿
」
を
届
け
れ
ば
佳
子
に
見
抜
か
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
彼

女
を
戦
慄
さ
せ
る
こ
と
で
日
頃
の
鬱
積
を
晴
ら
す
こ
と
も
で
き
る
。
要
す
る

に
、
夫
君
が
「
原
稿
」
の
差
出
人
と
仮
定
す
れ
ば
、
テ
キ
ス
ト
内
に
お
い
て

語
り
手
が
提
示
す
る
諸
情
報
が
鮮
や
か
に
連
結
し
、
空
白
の
ピ
ー
ス
が
埋
ま

る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
仮
説
が
も
た
ら
す
最
大
の
効
果
は
、「
人
間
椅
子
」
を
怪

奇
小
説
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
解
放
し
、
社
会
的
な
地
位
と
体
面
を
有
す
る

夫
君
が
創
作
と
い
う
〈
形
〉
を
借
り
て
普
段
は
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

〈
意
〉
を
語
る
告
白
小
説
と
し
て
甦
ら
せ
る
可
能
性
で
あ
る
。
差
出
人
が
夫

君
だ
と
す
れ
ば
、「
原
稿
」
に
記
さ
れ
て
い
る
気
色
の
悪
い
言
葉
の
数
々
は

す
べ
て
そ
の
意
味
が
反
転
す
る
。
差
出
人
は
「
創
作
」
を
偽
装
し
た
語
り
の

な
か
で
、
誰
よ
り
も
身
近
に
い
る
存
在
で
あ
る
は
ず
の
佳
子
に
本�

当�

の�

思�

い�

を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

佳
子
の
夫
君
で
あ
る
と
同
時
に
彼
女
を
包
み
込
む
よ
う
に
抱
き
し
め
る

「
人
間
椅
子
」
に
な
る
こ
と
が
彼
に
と
っ
て
の
望
ま
し
い
生
活
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
こ
の
「
原
稿
」
は
き
っ
と
彼
の
密
か
な
願
望
を
叶
え
る
手
立
て
に
な

る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
、
人
間
が
椅
子
の
な
か
に
入
っ
て
し
ま
う
の
と
同
様
、

虚
構
の
な
か
に
真
実
を
嵌
め
込
む
語
り
で
あ
る
。「
人
間
椅
子
」
は
、
こ
う

し
て
〈
意
〉
が
〈
形
〉
に
な
る
世
界
へ
と
読
者
を
誘
惑
す
る
の
で
あ
る
。

注

（
１
）
『
世
界
探
偵
小
説
全
集
』
第
二
三
巻
（
博
文
館
、
一
九
二
九
年
月
）
に

「
あ
の
作
こ
の
作
」
と
し
て
発
表
。
の
ち
「
楽
屋
噺
」
と
改
題
。

（
２
）
高
橋
世
織
は
「
現
代
文
学
に
お
け
る
幻
想
小
説
の
系
譜
―
―
騙
す
／
騙

さ
れ
る
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ー
ク
」（『
国
文
学

解
釈
と
教
材
の
研
究
』

一
九
九
一
年
二
月
）
で
、「
人
間
椅
子
」
は
「『
蒲
団
』
に
は
じ
ま
る
日
本

自
然
主
義
文
学
―
―
私
小
説
（
心
境
小
説
）
に
対
す
る
痛
烈
な
皮
肉
や
パ

ロ
デ
ィ
に
な
っ
て
い
る
」
と
論
じ
て
い
る
。

（
３
）
乱
歩
は
、
の
ち
に
「
類
別
ト
リ
ッ
ク
集
成
」（『
宝
石
』
一
九
五
三
年
九

月
、
一
〇
月
）
に
「
暗
号
記
法
の
種
類
（
作
品
例
は
三
七
）」
と
い
う
章

を
設
け
て
、「（
Ｄ
）
置
換
法
（
三
例
）
字
、
語
、
又
は
句
を
異
常
の
並

べ
か
た
に
し
て
人
目
を
く
ら
ま
す
方
法
」
を
解
説
し
て
い
る
。

（
４
）
富
山
由
紀
子
「
暴
力
性
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
―
―
江
戸
川
乱
歩

『
人
間
椅
子
』
試
論
―
―
」（『
繍
』
二
〇
〇
五
年
三
月
）
は
、「『
人
間
椅

子
』
に
お
け
る
原
稿
用
紙
と
は
、
条
件
に
応
じ
て
そ
の
力
を
伸
縮
さ
せ
る

こ
と
が
可
能
な
場
と
し
て
措
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。「
私
」
は
、
表
題
を

省
い
た
り
、
付
け
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
創
作
か
ら
非
・
創
作
ま

で
の
振
幅
を
戦
略
的
に
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

※

「
人
間
椅
子
」
の
引
用
は
初
出
（『
苦
楽
』
一
九
二
五
年
一
一
月
）
に
拠

る
。
ル
ビ
は
適
宜
割
愛
し
漢
字
表
記
も
新
漢
字
に
改
め
た
。

（
い
し
か
わ

た
く
み

本
学
文
学
部
教
授
）
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