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は
じ
め
に

「
人
間
椅
子
」
は
大
正
一
四
年
一
一
月
、
大
阪
の
出
版
社
で
あ
る
プ

ラ
ト
ン
社
か
ら
発
行
さ
れ
て
い
た
大
衆
娯
楽
雑
誌
『
苦
楽
』
に
発
表

さ
れ
た
。
大
正
一
四
年
と
い
う
年
は
、
乱
歩
に
と
っ
て
「
Ｄ
坂
の
殺

人
事
件
」（『
新
青
年
』
一
月
）
や
「
屋
根
裏
の
散
歩
者
」（『
新
青
年
』

八
月
）
と
い
っ
た
今
日
で
も
代
表
作
と
目
さ
れ
る
作
品
群
を
発
表
し

た
年
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
況
の
中
で
発
表
さ
れ
た
作
品
が

「
人
間
椅
子
」
で
あ
る
。

「
人
間
椅
子
」
で
は
、
外
務
省
書
記
官
の
夫
を
持
ち
な
が
ら
も
、
む

し
ろ
閨
秀
作
家
と
し
て
そ
の
名
が
世
に
広
ま
っ
て
い
る
女
性
・
佳
子

が
、
彼
女
の
下
に
届
く
多
数
の
手
紙
の
中
か
ら
「
奥
様
」
と
い
う
呼

び
か
け
に
よ
り
始
ま
る
文
章
に
引
き
寄
せ
ら
れ
、
話
が
始
ま
る
。
そ

こ
に
は
椅
子
の
中
に
潜
み
、
他
者
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
な
く
そ
の
身

体
に
触
れ
る
と
い
う
「
不
思
議
な
罪
悪
」
を
楽
し
む
男
の
告
白
が
記

さ
れ
て
お
り
、
佳
子
が
常
に
腰
を
か
け
て
い
た
椅
子
の
中
に
男
が
潜

ん
で
い
た
こ
と
が
綴
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
こ
と
に
佳
子
は
恐
怖
に
打

ち
震
え
る
。
し
か
し
テ
ク
ス
ト
最
後
の
場
面
で
、
手
紙
が
届
き
、
そ

れ
に
よ
っ
て
「
不
思
議
な
罪
悪
」
は
創
作
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
そ

の
こ
と
を
知
っ
た
佳
子
の
反
応
や
そ
の
後
の
行
動
は
描
か
れ
る
こ
と

な
く
「
人
間
椅
子
」
は
そ
の
テ
ク
ス
ト
を
閉
じ
て
し
ま
う
。

本
テ
ク
ス
ト
の
先
行
論
は
三
つ
の
系
譜
が
存
在
す
る
。
一
つ
目
は

一
通
目
の
手
紙
で
語
ら
れ
る
触
覚
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
で
あ

る
。
松
山
巖
は
視
覚
優
位
に
変
化
し
て
い
く
当
時
の
状
況
を
踏
ま

「
ナ
イ
フ
」
の
向
か
う
先

入

山

洸

希

―
江
戸
川
乱
歩
「
人
間
椅
子
」
試
論

―
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え
、
洋
館
と
日
本
建
築
の
関
係
か
ら
、
日
本
独
自
の
体
性
感
覚
へ
の

回
帰
だ
と
述
べ
１
、
真
銅
正
宏
は
芸
術
の
視
覚
優
位
性
を
示
し
、
本

作
と
「
盲
獣
」（『
朝
日
』
昭
和
六
年
二
月
〜
七
年
三
月
）
を
比
較
し

つ
つ
、
文
章
に
よ
る
体
験
の
再
現
性
に
お
い
て
触
覚
の
優
位
性
を
論

じ
て
い
る
２
。
確
か
に
こ
れ
ら
は
「
人
間
椅
子
」
の
持
つ
視
覚
を
排

し
た
触
覚
の
世
界
へ
論
証
を
進
め
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
テ
ク
ス
ト

全
体
を
網
羅
す
る
も
の
と
は
言
い
難
い
。

二
つ
目
に
は
「
椅
子
」
と
い
う
モ
チ
ー
フ
に
関
連
し
た
も
の
で
あ

る
。「
あ
ら
ゆ
る
身
分
・
階
層
の
男
女
と
密
着
！
し
、
観
察
で
き
る
者

の
変
身
譚
」
と
し
、「
視
覚
以
外
の
諸
感
覚
器
官
を
全
開
し
て
、
室
内

の
一
切
を
全
身
で
も
っ
て
〈
覗
く
人
〉
と
化
す
」
と
す
る
高
橋
世
織

の
論
３
や
「
椅
子
」
と
同
化
す
る
事
で
社
会
的
地
位
の
高
低
や
美
醜

と
い
っ
た
人
間
に
対
す
る
価
値
基
準
か
ら
外
れ
、
椅
子
と
し
て
の
価

値
基
準
を
獲
得
し
た
「
椅
子
職
人
」
が
劣
等
感
を
解
消
し
て
い
く
過

程
を
論
じ
、「
視
覚
に
頼
ら
な
い
外
界
認
識
に
よ
っ
て
問
題
解
決
が

実
現
す
る
過
程
を
描
い
た
小
説
」
と
結
論
を
つ
け
る
宮
本
和
歌
子
の

論
４
が
こ
の
系
譜
に
属
す
る
。
こ
れ
ら
は
「
椅
子
」
と
椅
子
に
潜
り

込
む
男
に
つ
い
て
重
点
が
置
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、
佳
子
や
佳
子
に

二
通
の
手
紙
を
送
る
未
知
の
書
き
手
の
存
在
に
つ
い
て
の
言
及
は
多

く
な
い
。

そ
し
て
、
三
つ
目
の
系
譜
と
し
て
「
人
間
椅
子
」
末
尾
の
「
ど
ん

で
ん
返
し
」
を
足
掛
か
り
に
読
者
と
作
者
と
い
う
関
係
に
つ
い
て
指

摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
小
説
作
品
と
し
て
「
人
間
椅
子
」

の
構
造
を
「
額
縁
小
説
」
と
し
、「
ど
ん
で
ん
返
し
」
を
「
物
語
の
消

費
者
に
過
ぎ
な
い
読
者
＝
被
害
者
を
置
き
ざ
り
」
に
し
「
作
者
＝
犯

人
は
作
品
の
背
後
に
、
完
璧
に
消
滅
」
さ
せ
る
と
す
る
笠
井
潔
５
の

考
察
や
、「
奥
様
」
と
い
う
呼
び
か
け
か
ら
「
佳
子
は
隠
匿
し
て
い
た

身
体
の
露
呈
に
よ
っ
て
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
地
点
に
追
い

込
ま
れ
た
」
と
し
た
森
岡
卓
司
の
論
６
が
提
出
さ
れ
て
い
る
。

近
年
で
は
、
石
割
透
が
作
者
と
読
者
の
関
係
に
言
及
し
「
作
家
と

読
者
の
無
限
に
距
離
感
を
伴
っ
た
と
も
に
孤
独
な
存
在
、
そ
の
孤
独

に
耐
え
ら
れ
ず
、
そ
の
距
離
を
無
化
し
、
一
体
化
し
た
い
欲
望
さ
え

ひ
そ
か
に
持
ち
続
け
て
い
る
作
者
と
読
者
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ツ
な
心

理
、
そ
れ
ら
を
重
層
的
に
描
い
た
」
作
品
だ
と
す
る
論
７
を
提
出
し

て
い
る
。
ま
た
富
山
由
紀
子
は
「
安
定
し
た
結
末
を
拒
絶
し
て
い
る

テ
ク
ス
ト
だ
と
い
う
点
に
脅
威
が
潜
行
し
て
い
る
」
と
述
べ
、
二
通

目
の
遅
配
か
ら
佳
子
の
徹
底
さ
れ
た
受
動
性
を
指
摘
８
し
、
こ
の
論

を
踏
ま
え
西
川
蘭
が
現
実
の
読
者
が
「〈
読
む
〉
と
い
う
層
の
中
に
巻

き
込
ま
れ
る
」
と
し
、「〈
読
む
こ
と
〉
と
〈
読
ま
れ
る
こ
と
〉
の
一

元
的
理
解
を
破
壊
す
る
メ
ビ
ウ
ス
の
輪
」
と
「
人
間
椅
子
」
を
「
多

様
な
攻
撃
性
を
秘
め
た
圧
倒
的
加
害
者
」
と
す
る
論
９
を
提
出
し
た
。

こ
れ
ら
は
後
に
詳
述
す
る
が
、「
ど
ん
で
ん
返
し
」
に
よ
る
謎
の
保
持



79

と
い
う
側
面
に
重
点
を
置
き
、
読
者
と
作
家
の
関
係
に
目
を
向
け
て

い
る
。
し
か
し
、
い
ず
れ
の
論
も
二
通
目
の
手
紙
を
「
ど
ん
で
ん
返

し
」
と
し
て
大
き
く
解
釈
し
て
し
ま
い
、
そ
の
内
実
は
細
か
く
分
析

が
加
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

本
論
で
は
こ
の
三
つ
目
の
系
譜
を
中
心
に
据
え
、
一
通
目
は
の
創

作
と
さ
れ
た
表
題
が
〈
人
間
椅
子
〉
と
い
う
作
中
作
全
体
の
表
題
と

共
通
す
る
こ
と
を
論
の
端
緒
と
し
、
テ
ク
ス
ト
と
い
う
枠
を
越
え
読

者
に
迫
る
構
図
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
ま
た
、
一
通
目

の
手
紙
と
椅
子
職
人
で
あ
る
「
私
」
を
第
一
層
、
二
通
の
手
紙
と
そ

れ
を
読
む
佳
子
を
第
二
層
、
そ
し
て
第
一
層
と
第
二
層
を
テ
ク
ス
ト

と
し
て
追
っ
て
い
く
読
者
と
い
う
第
三
層
で
整
理
す
る
こ
と
で
、
第

三
層
に
お
け
る
表
題
の
よ
う
に
、
あ
る
装
置
の
枠
を
越
え
働
き
か
け

る
構
図
を
各
層
か
ら
指
摘
し
て
い
く
。

こ
れ
ら
の
作
業
に
よ
り
、
作
品
内
容
や
文
字
の
表
記
に
よ
っ
て
テ

ク
ス
ト
を
越
え
読
者
に
働
き
か
け
る
力
を
「
人
間
椅
子
」
か
ら
見
出

し
、
乱
歩
作
品
に
お
け
る
枠
を
越
え
て
い
く
志
向
を
指
摘
す
る
こ
と

を
本
論
の
目
的
と
す
る
。

一先
ず
は
一
通
目
の
手
紙
に
つ
い
て
、
椅
子
職
人
で
あ
る
「
私
」
が

語
る
「
不
思
議
な
罪
悪
」
と
そ
れ
に
伴
う
暴
力
性
を
考
え
て
い
く
。

そ
の
た
め
に
、「
私
」
が
ど
の
よ
う
な
人
物
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る

か
を
整
理
し
て
い
く
。

「
私
」
は
「
生
れ
つ
き
、
世
に
も
醜
い
容
貌
の
持
主
」
で
あ
り
、
視

覚
中
心
に
美
醜
が
判
断
さ
れ
る
社
会
に
お
い
て
劣
等
感
を
持
っ
て
い

る
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
だ
が
、
内
面
に
は
「
人
知
れ
ず
、
世
に
も
烈

し
い
情
熱
を
、
燃
や
し
て
」
お
り
、
こ
の
「
情
熱
」
が
解
消
さ
れ
な

い
こ
と
か
ら
鬱
屈
と
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
も
同
時
に
示
さ

れ
る
。

劣
等
感
を
強
く
持
つ
「
私
」
で
あ
る
が
、
椅
子
を
作
成
す
る
技
術

に
対
し
て
は
、
劣
等
感
を
感
じ
ず
、
寧
ろ
誇
り
を
持
っ
て
い
る
。
こ

の
誇
り
は
、「
ど
ん
な
難
し
い
註
文
主
に
も
、
き
っ
と
気
に
入
る
と
い

う
の
で
、
商
会
で
も
、
私
に
は
特
別
に
目
を
か
け
て
、
仕
事
も
、
上

物
ば
か
り
を
、
廻
し
て
呉
れ
て
」
い
る
と
、「
私
」
以
外
の
視
点
か
ら

も
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

「
私
」
に
と
っ
て
椅
子
は
単
な
る
商
品
で
は
な
く
、「
芸
術
家
が
立

派
な
作
品
を
完
成
し
た
時
の
喜
び
に
も
、
比
ぶ
べ
き
も
の
」
と
述
べ
、

「
一
職
人
に
過
ぎ
な
い
私
の
現
実
」
を
忘
れ
さ
せ
る
存
在
と
し
て
語

ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
作
品
」
で
あ
る
椅
子
が
享
受
さ
れ
る
場
を
妄
想

す
る
「
私
」
の
姿
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。「
私
」
が
自
身
の
椅
子
に

と
っ
て
相
応
し
い
と
感
じ
る
の
は
「
贅
沢
な
部
屋
」
で
あ
る
。「
私
」

が
内
面
で
燃
や
す
「
情
熱
」
が
そ
の
描
写
に
よ
っ
て
発
露
す
る
。
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そ
こ
へ
は
、
ど
の
様
な
高
貴
の
方
が
、
或
は
ど
の
様
な
美
し
い

方
が
お
か
け
な
さ
る
こ
と
か
、
こ
ん
な
立
派
な
椅
子
を
、
註
文

な
さ
る
程
の
お
邸
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
き
っ
と
、
こ
の
椅
子

に
ふ
さ
わ
し
い
、
贅
沢
な
部
屋
が
あ
る
だ
ろ
う
。
壁
間
に
は
定

め
し
、
有
名
な
画
家
の
油
絵
が
懸
り
、
天
井
か
ら
は
、
偉
大
な

宝
石
の
様
な
装
飾
電
燈
が
、
さ
が
っ
て
い
る
に
相
違
な
い
。
床

に
は
、
高
価
な
絨
毯
が
、
敷
き
つ
め
て
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、

こ
の
椅
子
の
前
の
テ
ー
ブ
ル
に
は
、
眼
の
醒
め
る
様
な
、
西
洋

草
花
が
、
甘
美
な
薫
を
放
っ
て
、
咲
き
乱
れ
て
い
る
こ
と
で
あ

ろ
う
。（
傍
線
引
用
者
、
以
下
同
）

「
贅
沢
な
部
屋
」
を
構
成
す
る
西
洋
的
調
度
品
の
数
々
は
、
様
々
な

感
覚
に
結
び
つ
く
。「
美
し
い
方
」
か
ら
は
直
接
的
に
視
覚
が
、「
高

価
な
絨
毯
」
は
触
覚
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、「
甘
美
な

薫
」
か
ら
は
嗅
覚
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
そ
し
て
こ
の
妄
想
は

な
お
も
続
く
。

私
の
果
敢
な
い
妄
想
は
、
猶
と
め
ど
も
な
く
増
長
し
て
参
り
ま

す
。
こ
の
私
が
、
貧
乏
な
、
醜
い
、
一
職
人
に
過
ぎ
な
い
私
が
、

妄
想
の
世
界
で
は
、
気
高
い
貴
公
子
に
な
っ
て
、
私
の
作
っ
た

立
派
な
椅
子
に
、
腰
か
け
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
の
傍
に
は
、
い
つ
も
私
の
夢
に
出
て
来
る
、
美
し
い
私
の
恋

人
が
、
に
お
や
か
に
ほ
ほ
え
み
な
が
ら
、
私
の
話
に
聞
入
っ
て

居
り
ま
す
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
妄
想
の
中

で
、
そ
の
人
と
手
を
と
り
合
っ
て
、
甘
い
恋
の
睦
言
を
、
囁
き

交
し
さ
え
す
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
美
し
い
私
の
恋
人
」
か
ら
は
視
覚
、「
手
を
と
り
合
っ
て
」
か
ら

は
触
覚
、
そ
し
て
「
甘
い
恋
の
睦
言
を
、
囁
き
交
わ
し
さ
え
す
る
」

か
ら
は
聴
覚
が
用
い
ら
れ
る
。
こ
の
様
に
、「
私
」
が
抱
く
「
情
熱
」

に
は
諸
感
覚
が
用
い
ら
れ
、
触
覚
や
視
覚
と
い
っ
た
一
つ
の
感
覚
に

傾
倒
し
て
い
た
と
は
言
い
難
い
。

さ
ら
に
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
「
高
貴
な
方
」「
有
名
な
画
家
」

「
偉
大
な
宝
石
」「
気
高
い
貴
公
子
」
と
い
っ
た
表
現
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
諸
感
覚
に
よ
る
評
価
で
は
な
く
、
社
会
的
な
地
位
に
基
づ
く
評

価
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
社
会
的
評
価
を
気
に
か
け
る
「
私
」
の
姿

勢
を
見
る
事
が
出
来
る
。「
貧
乏
な
、
醜
い
、
一
職
人
に
過
ぎ
な
い

私
」
と
い
っ
た
自
己
評
価
は
、「
醜
い
」
と
い
う
視
覚
情
報
よ
り
も
、

「
貧
乏
な
」「
一
職
人
」
と
い
っ
た
社
会
的
地
位
へ
の
言
及
が
多
く
な

さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
先
行
論
で
言
及
さ
れ
る
触
覚
は
い
つ
か
ら
中
心
に
据
え
ら

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。「
私
」
が
触
覚
に
つ
い
て
多
く
を
述
べ
始
め
る
の
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は
「
嘗
つ
て
手
が
け
た
こ
と
の
な
い
、
大
き
な
革
張
り
の
肘
掛
椅
子
」

を
完
成
さ
せ
た
場
面
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
、
出
来
上
が
っ
た
椅
子
を
見
ま
す
と
、
私
は
嘗
つ
て
な
い

覚
え
な
い
満
足
を
感
じ
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
我
乍
ら
、
見
と
れ

る
程
の
、
見
事
な
出
来
ば
え
で
あ
っ
た
の
で
す
。
私
は
例
に

よ
っ
て
、
四
脚
一
組
担
っ
て
い
る
そ
の
椅
子
の
一
つ
を
、
日
当

た
り
の
よ
い
板
の
間
へ
持
出
し
て
、
ゆ
っ
た
り
と
腰
を
下
し
ま

し
た
。
何
と
い
う
坐
り
心
地
の
よ
さ
で
し
ょ
う
。
フ
ッ
ク
ラ
と
、

硬
す
ぎ
ず
軟
す
ぎ
ぬ
ク
ッ
シ
ョ
ン
の
ね
ば
り
工
合
、
態
と
染
色

を
嫌
っ
て
灰
色
の
生
地
の
ま
ま
張
り
つ
け
た
、
鞣
革
の
肌
触

り
、
適
度
の
傾
斜
を
保
っ
て
、
そ
っ
と
背
中
を
支
え
て
呉
れ
る
、

豊
満
な
凭
れ
、
デ
リ
ケ
ー
ト
な
曲
線
を
描
い
て
、
オ
ン
モ
リ
と

ふ
く
れ
上
っ
た
、
両
側
の
肘
掛
け
、
そ
れ
ら
の
凡
て
が
不
思
議

な
調
和
を
保
っ
て
、
渾
然
と
し
て
「
安コ
ン
フ
ォ
ー
ト楽

」
と
い
う
言
葉
を
、

そ
の
ま
ま
形
に
現
し
て
い
る
様
に
見
え
ま
す
。

「
私
」
は
先
ず
自
身
の
作
り
上
げ
た
椅
子
に
対
し
視
覚
的
に
「
見
と

れ
る
」。
そ
の
後
、「
私
」
は
、
自
身
の
醜
さ
と
対
称
的
な
、「
私
」
が

作
り
上
げ
た
「
見
と
れ
る
程
の
」
椅
子
の
触
感
を
享
受
す
る
。

椅
子
に
腰
を
か
け
て
か
ら
は
触
覚
に
よ
る
認
識
が
多
く
用
い
ら
れ

る
。「
硬
す
ぎ
ず
軟
す
ぎ
ぬ
」
や
「
豊
満
な
凭
れ
」、「
オ
ン
モ
リ
と
ふ

く
れ
上
っ
た
」
と
い
っ
た
多
様
な
触
覚
に
よ
る
情
報
は
「
不
思
議
な

調
和
」
を
保
ち
「
安コ
ン
フ
ォ
ー
ト楽
」
と
い
う
言
葉
に
収
斂
す
る
。
触
覚
以
外

の
情
報
が
遮
断
さ
れ
た
「
私
」
は
「
安
楽
」
に
よ
っ
て
更
に
「
妄
想
」

を
広
げ
て
い
く
。

　
私
は
、
そ
こ
へ
深
々
と
身
を
沈
め
、
両
手
で
、
丸
々
と
し
た

肘
掛
け
を
愛
撫
し
な
が
ら
、
う
っ
と
り
と
し
て
い
ま
し
た
。
す

る
と
、
私
の
癖
と
し
て
、
止
め
ど
も
な
い
妄
想
が
、
五
色
の
虹

の
様
に
、
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
色
彩
を
以
て
、
次
か
ら
次
へ
と

湧
き
上
っ
て
来
る
の
で
す
。
あ
れ
を
幻
と
い
う
の
で
し
ょ
う

か
、
心
に
思
う
ま
ま
が
、
あ
ん
ま
り
は
っ
き
り
と
、
眼
の
前
に

浮
ん
で
来
ま
す
の
で
、
私
は
、
若
し
や
気
で
も
違
う
の
で
は
な

い
か
と
、
空
恐
ろ
し
く
な
っ
た
程
で
ご
ざ
い
ま
す
。

「
私
」
の
「
妄
想
」
に
つ
い
て
は
先
に
ま
と
め
、
そ
の
社
会
的
地
位

へ
の
憧
憬
を
指
摘
し
た
が
、
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
椅
子
の
触
感
に

よ
っ
て
、
触
覚
以
外
の
多
様
な
感
覚
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
多
様
な
感
覚
は
「
五
色
の
虹
の
様
に
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
色
彩
」

と
表
現
さ
れ
、
五
感
を
伴
っ
た
リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
も
の
と
し
て

「
私
」
の
妄
想
は
喚
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
こ
と
は
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「
不
思
議
な
罪
悪
」
の
告
白
を
受
け
た
佳
子
が
、
文
字
と
い
う
視
覚
情

報
の
み
に
よ
っ
て
、
椅
子
職
人
で
あ
る
「
私
」
を
リ
ア
リ
テ
ィ
あ
る

存
在
と
し
て
「
食
物
そ
の
他
の
、
彼
に
附
属
し
た
汚
い
も
の
」
ま
で

想
像
し
て
し
ま
う
こ
と
と
近
し
い
構
図
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
様
に
、「
私
」
に
と
っ
て
椅
子
は
妄
想
に
現
実
感
を
伴
わ
せ
る

装
置
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
言
い
換
え
る
な
ら

ば
、「
私
」
の
や
る
せ
な
い
「
灰
色
の
む
く
ろ
」
と
ま
で
言
わ
れ
る
現

実
世
界
と
、
贅
沢
で
あ
り
社
会
的
評
価
も
あ
る
「
私
」
の
夢
想
の
世

界
を
、
双
方
向
的
に
繋
げ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
こ
の
事
は

「
安
楽
」
と
い
う
言
葉
に
「
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
」
と
ル
ビ
が
振
ら
れ
る
こ

と
か
ら
も
わ
か
る
。「
コ
ン
フ
ォ
ー
ト
」
か
ら
は
本
来
の
、
椅
子
に
座

る
存
在
に
与
え
る
快
適
さ
と
し
て
の
意
味
で
あ
る
「
安
楽
」
と
、

「
私
」
に
と
っ
て
「
灰
色
の
む
く
ろ
」
を
忘
れ
さ
せ
、「
五
色
の
虹
の

様
に
、
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
色
彩
を
以
て
」「
私
」
の
内
に
秘
め
た

「
情
熱
」
を
発
露
さ
せ
る
「
慰
安
」
と
し
て
の
二
義
的
な
意
味
合
い
が

読
み
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

椅
子
に
潜
り
込
ん
だ
「
私
」
の
当
初
の
目
的
は
盗
み
を
行
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
自
身
に
対
す
る
評
価
に
お
い
て
、「
貧
乏
な
、
醜
い
、
一

職
人
に
過
ぎ
な
い
私
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
、
盗
み
は
「
貧
乏
」
を

解
消
す
る
た
め
の
手
段
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
だ
が
、「
私
」
は
盗
み

の
成
果
よ
り
、
盗
み
へ
の
周
囲
か
ら
の
反
応
に
魅
力
を
感
じ
る
よ
う

に
な
る
。
こ
の
魅
力
が
窃
視
的
行
為
に
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と

を
確
認
し
た
い
。

い
ざ
盗
み
を
す
る
と
い
う
時
の
、
恐
ろ
し
く
も
、
楽
し
い
心
持
、

う
ま
く
成
功
し
た
時
の
、
何
と
も
形
容
し
難
い
嬉
し
さ
、
そ
れ

か
ら
、
人
々
が
私
の
す
ぐ
鼻
の
先
で
、
あ
っ
ち
へ
逃
げ
た
、

こ
っ
ち
へ
逃
げ
た
と
大
騒
ぎ
を
や
っ
て
い
る
の
を
、
じ
っ
と
見

て
い
る
お
か
し
さ
。
そ
れ
が
ま
あ
、
ど
の
様
な
不
思
議
な
魅
力

を
持
っ
て
、
私
を
楽
し
ま
せ
た
こ
と
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。

「
じ
っ
と
見
て
い
る
」
と
い
う
の
は
椅
子
の
内
部
に
潜
む
関
係
上

比
喩
的
な
表
現
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
以
外
に
も
「
彼
等
の
間
抜
け
な

捜
索
を
、
見
物
し
て
い
れ
ば
よ
い
」
と
い
っ
た
表
現
も
あ
る
こ
と
か

ら
、
意
図
的
に
視
覚
表
現
を
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ

の
時
点
で
は
「
私
」
に
と
っ
て
椅
子
は
単
な
る
身
を
隠
す
装
置
に
過

ぎ
ず
、
他
者
を
覗
き
見
る
た
め
の
も
の
で
し
か
な
い
。

「
私
」
に
と
っ
て
椅
子
が
隠
れ
蓑
以
上
の
も
の
と
し
て
認
識
す
る

き
っ
か
け
は
、「
私
」
が
椅
子
に
腰
か
け
て
妄
想
を
繰
り
広
げ
た
時
と

同
様
、
触
覚
に
よ
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
っ
た
。

　
ま
っ
暗
で
、
身
動
き
も
出
来
な
い
革
張
り
の
中
の
天
地
。
そ
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れ
が
ま
あ
ど
れ
程
、
怪
し
く
も
魅
力
あ
る
世
界
で
ご
ざ
い
ま

し
ょ
う
。
そ
こ
で
は
、
人
間
と
い
う
も
の
が
、
日
頃
目
で
見
て

い
る
、
あ
の
人
間
と
は
、
全
然
別
な
不
思
議
な
生
き
も
の
と
し

て
感
ぜ
ら
れ
ま
す
。
彼
等
は
声
と
、
鼻
息
と
、
跫
音
と
、
衣
ず

れ
の
音
と
、
そ
し
て
、
幾
つ
か
の
丸
々
と
し
た
弾
力
に
富
む
肉

塊
に
過
ぎ
な
い
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。

触
覚
に
よ
り
人
間
を
識
別
す
る
魅
力
に
取
り
憑
か
れ
た
「
私
」
に

と
っ
て
、
椅
子
は
「
革
張
り
の
中
の
天
地
」、「
怪
し
く
も
魅
力
あ
る

世
界
」
へ
と
ま
で
役
割
を
変
え
る
。
こ
れ
ま
で
、
自
身
の
醜
貌
か
ら
、

他
者
に
見
向
き
も
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い
た
「
私
」
は
、
椅
子
で
姿

を
隠
す
こ
と
に
よ
り
他
者
を
覗
き
見
る
楽
し
み
を
知
り
、
さ
ら
に

「
奇
怪
極
ま
る
快
楽
」
を
発
見
す
る
。「
美
し
い
人
に
接
近
し
て
、
そ

の
声
を
聞
き
肌
に
触
れ
る
」
こ
と
で
、「
私
」
は
人
間
を
「
幾
つ
か
の

丸
々
と
し
た
弾
力
に
富
む
肉
塊
」
と
し
て
認
識
す
る
。
換
言
す
る
な

ら
ば
、
他
者
の
容
貌
と
い
う
評
価
基
準
を
排
し
、
距
離
を
無
化
す
る

こ
と
で
、
そ
の
個
人
の
社
会
的
地
位
ま
で
も
完
全
に
剥
ぎ
取
っ
て
い

る
と
言
え
る
。「
私
」
は
高
低
に
関
わ
ら
ず
社
会
的
地
位
を
剥
奪
す
る

こ
と
で
、
他
者
を
「
ど
ん
な
こ
と
を
し
よ
う
と
、
自
由
自
在
」
な
存

在
に
す
る
の
で
あ
る
。
社
会
的
地
位
の
低
い
「
私
」
に
と
っ
て
椅
子

に
座
る
人
間
の
社
会
的
地
位
は
剥
奪
で
き
る
か
ら
こ
そ
重
要
な
意
義

を
持
つ
。
こ
れ
ら
の
顕
著
な
例
が
「
欧
州
の
あ
る
強
国
の
大
使
」
で

あ
る
。

「
欧
州
の
あ
る
強
国
の
大
使
」
で
は
、「
そ
の
偉
人
の
肌
を
知
っ
た

こ
と
が
、
わ
く
〳
〵
す
る
程
も
、
誇
ら
し
く
思
わ
れ
」
る
と
「
私
」

は
述
べ
て
い
る
。「
偉
人
の
肌
」
を
知
る
こ
と
に
よ
り
「
誇
ら
し
く
」

な
る
「
私
」
か
ら
は
、
社
会
的
地
位
へ
の
憧
憬
が
見
て
取
る
こ
と
は

容
易
い
。

「
私
」
は
「
あ
る
強
国
の
大
使
」
に
対
し
「
鋭
い
ナ
イ
フ
で
、
彼
の

心
臓
を
目
が
け
て
、
グ
サ
リ
と
一
突
き
」
す
る
こ
と
を
想
像
す
る
。

こ
れ
ま
で
、
椅
子
の
中
か
ら
他
者
を
認
識
し
、
触
覚
的
に
窃
視
行
為

を
楽
し
ん
で
い
た
「
私
」
は
、
隠
れ
蓑
で
あ
る
椅
子
と
い
う
装
置
を

越
え
て
い
こ
う
と
す
る
。
椅
子
と
い
う
枠
を
越
え
、「
ナ
イ
フ
」
を
突

き
立
て
よ
う
と
す
る
「
私
」
は
、
自
身
の
引
き
起
こ
す
「
大
事
件
」

が
社
会
で
ど
の
様
に
扱
わ
れ
る
か
に
注
意
を
向
け
る
。

無
論
、
そ
れ
は
彼
に
、
再
び
起
つ
こ
と
の
出
来
ぬ
、
致
命
傷
を

與
え
る
に
相
違
な
い
。
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
ろ
う
。

新
聞
は
、
ど
ん
な
激
情
的
な
記
事
を
掲
げ
る
こ
と
で
あ
ろ
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
與
え
よ
う
し
、
又
、
芸
術
の
立
場
か
ら
見
て
も
、
彼
の
死
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は
世
界
の
一
大
損
失
に
相
違
な
い
。
そ
ん
な
大
事
件
が
、
自
分

の
一
挙
手
に
よ
っ
て
、
易
々
と
実
現
出
来
る
の
だ
。
そ
れ
を
思

う
と
、
私
は
、
不
思
議
な
得
意
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ

ん
で
し
た
。

「
私
」
は
「
政
治
界
」
や
「
激
情
的
な
記
事
」、「
芸
術
の
立
場
」
へ

考
え
を
巡
ら
せ
る
。
そ
こ
に
は
「
私
」
と
「
大
使
」、
言
い
換
え
る
な

ら
ば
、
椅
子
の
中
に
い
る
存
在
と
椅
子
に
座
る
存
在
と
い
う
閉
じ
た

関
係
性
で
は
終
わ
ら
な
い
。「
私
」
の
突
き
立
て
る
「
ナ
イ
フ
」
は
物

理
的
に
「
あ
る
強
国
の
大
使
」
に
到
達
す
る
ば
か
り
で
は
な
く
、

「
私
」
に
と
っ
て
遠
い
存
在
で
あ
っ
た
政
治
や
芸
術
界
と
い
っ
た
社

会
に
ま
で
到
達
す
る
の
で
あ
る
。

に
も
関
わ
ら
ず
、
な
ぜ
「
私
」
は
「
精
神
的
な
妙
な
物
足
り
な
さ
」

を
感
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
視
覚
、
触
覚
に
続
く
聴
覚
が
関

係
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。「
あ
る
強
国
の
大
使
」
の
場
面
で
は
、

「
私
」
の
潜
む
椅
子
に
座
る
存
在
が
、「
私
」
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
偉

人
」
で
あ
る
と
知
る
の
に
聴
覚
に
よ
る
情
報
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る
。「
私
」
は
「
日
本
人
の
ボ
ー
イ
の
噂
話
に
よ
っ
て
知
っ
た
」
と
述

べ
て
お
り
、「
私
」
と
椅
子
に
座
る
男
だ
け
の
関
係
で
は
剥
奪
す
る
社

会
的
地
位
さ
え
認
識
で
き
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。「
私
」
が
「
精
神

的
な
物
足
り
な
さ
」
を
感
じ
る
所
以
は
、
剥
奪
す
る
社
会
的
地
位
を

知
る
の
に
、「
日
本
人
の
ボ
ー
イ
」
の
様
に
何
か
を
介
在
す
る
必
要
性

か
ら
端
を
発
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

日
本
人
の
夫
人
を
愛
し
た
「
私
」
は
さ
ら
に
椅
子
と
い
う
枠
を
越

境
し
よ
う
と
す
る
。「
椅
子
の
中
の
私
を
意
識
」
さ
せ
る
た
め
に
「
私

の
椅
子
を
、
こ
の
上
に
も
居
心
地
よ
く
感
じ
さ
せ
、
そ
れ
に
愛
着
を

起
こ
さ
せ
よ
う
と
努
め
」
る
の
で
あ
る
。
乱
歩
は
自
作
解
説
 10
に
お

い
て
、
タ
イ
ト
ル
の
案
と
し
て
「
椅
子
に
な
っ
た
男
の
話
」
と
い
う

も
の
が
あ
っ
た
と
話
し
て
い
る
。
だ
が
、「
私
の
椅
子
」
と
い
う
表
現

が
使
わ
れ
る
こ
と
か
ら
も
、「
私
」
は
椅
子
と
い
う
装
置
を
明
確
に
意

識
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
椅
子
と
い
う
装
置
の
枠
を
越

え
、
椅
子
に
座
る
他
者
を
丸
裸
に
し
、
迫
ろ
う
と
す
る
「
私
」
の
告

白
が
明
確
に
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、「
私
」
の
告
白
は
〈
人
間
椅
子
〉
と
い
う
作
中
作
で
あ
る
こ

と
が
後
に
示
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、「
奥
様
」
と
い
う
呼

び
か
け
さ
え
も
単
な
る
創
作
の
枠
を
越
え
、
読
む
対
象
で
あ
る
佳
子

に
迫
る
「
ナ
イ
フ
」
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

佳
子
に
と
っ
て
「
奥
様
」
は
呼
び
か
け
で
あ
る
と
同
時
に
、
佳
子

自
身
の
社
会
的
地
位
を
脅
か
す
も
の
で
も
あ
っ
た
。
続
い
て
、
佳
子

が
〈
人
間
椅
子
〉
を
読
む
と
い
う
第
二
層
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
。
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二佳
子
は
「
外
務
省
書
記
官
の
夫
」
を
持
つ
「
奥
様
」
と
し
て
の
顔

と
、「
美
し
い
閨
秀
作
家
」
の
「
先
生
」
と
し
て
、
二
つ
の
顔
を
持
つ

こ
と
が
冒
頭
で
示
さ
れ
る
。
こ
の
二
つ
の
顔
は
佳
子
に
と
っ
て
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。

夫
の
登
庁
を
見
送
り
、「
や
っ
と
自
分
の
か
ら
だ
に
な
っ
て
、
洋
館

の
方
の
、
夫
と
共
用
の
書
斎
へ
、
と
ぢ
籠
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
「
奥

様
」
が
「
自
分
の
か
ら
だ
」
に
直
結
し
た
も
の
で
は
な
く
、
仮
の
姿

で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。

他
方
、
佳
子
に
と
っ
て
も
う
一
つ
の
顔
で
あ
る
「
先
生
」
は
職
業

で
あ
り
、
さ
ら
に
「
美
し
い
閨
秀
作
家
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ

て
読
者
に
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
森

岡
も
指
摘
す
る
よ
う
に
「
様
々
な
仮
装
を
伴
っ
た
身
体
が
浮
遊
す
る

抽
象
空
間
」 11
で
あ
り
、
こ
れ
も
ま
た
「
奥
様
」
と
同
様
、
仮
の
姿
で

あ
る
と
言
え
る
。

こ
の
よ
う
に
、
佳
子
は
「
奥
様
」
と
「
先
生
」
と
い
う
二
つ
の
仮

面
を
用
い
る
こ
と
で
自
身
の
主
体
を
隠
匿
し
、
生
活
を
送
る
。
石
崎

等
は
一
九
二
〇
年
代
に
急
激
に
変
貌
す
る
都
市
文
化
を
背
景
に
、

「
退
屈
な
時
間
を
も
て
あ
ま
す
都
市
生
活
者
は
自
ら
「
秘
密
」
を
も
っ

て
群
集
の
中
を
徘
徊
し
、
ま
た
他
者
の
「
秘
密
」
を
暴
い
て
み
た
い

と
い
う
窃
視
的
な
願
望
を
懐
く
」 12
と
指
摘
し
て
お
り
、
こ
れ
は
佳

子
に
当
て
嵌
め
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

佳
子
の
持
つ
窃
視
願
望
に
つ
い
て
は
「
か
さ
高
い
原
稿
ら
し
い
一

通
」
に
面
す
る
当
初
示
さ
れ
る
「
持
ち
前
の
好
奇
心
」
か
ら
指
摘
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
佳
子
は
自
身
の
フ
ァ
ン
で
あ
る
「
未
知
の
崇
拝

者
」
か
ら
届
く
手
紙
を
「
女
の
優
し
い
心
遣
い
か
ら
」
目
を
通
す
。

そ
の
時
、
佳
子
は
自
身
の
主
体
を
「
閨
秀
作
家
」
で
あ
る
「
先
生
」

と
い
う
仮
面
の
下
に
隠
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。「
未
知
の
崇
拝
者
」

か
ら
届
く
手
紙
に
は
、
彼
ら
の
、
石
崎
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
用
い
る

な
ら
ば
、「
秘
密
」
が
記
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
こ
と
は
「
極
り
切
っ
た

様
に
、
つ
ま
ら
ぬ
文
句
の
も
の
ば
か
り
」
で
あ
り
、
送
ら
れ
て
く
る

原
稿
は
尚
更
「
長
々
し
く
退
屈
極
る
代
物
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
読

み
取
れ
る
。

し
か
し
、
作
中
作
〈
人
間
椅
子
〉
は
そ
れ
ら
と
一
線
を
画
す
も
の

で
あ
っ
た
。「
表
題
も
署
名
も
な
く
」
唐
突
に
呼
び
か
け
か
ら
始
ま
る

そ
れ
は
、
冒
頭
で
「
私
の
犯
し
て
来
ま
し
た
、
世
に
も
不
思
議
な
罪

悪
を
、
告
白
し
よ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
も
の
や
「
広
い
世
界

に
誰
一
人
、
私
の
所
業
を
知
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
っ
た
文

言
か
ら
も
、
佳
子
の
窃
視
願
望
を
満
た
す
「
秘
密
」
が
あ
る
と
思
わ

せ
る
に
は
十
分
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
こ
そ
佳
子
は
「
ぐ
ん
ぐ
ん
、
先

を
読
ま
」
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、「
手
紙
の
半
程
ま
で
読
ん
だ
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時
、
已
に
恐
ろ
し
い
予
感
の
為
に
、
ま
っ
青
に
な
っ
て
了
っ
た
」
と

し
て
も
「
秘
密
」
の
魅
力
に
囚
わ
れ
、
読
む
こ
と
を
中
断
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
だ
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
佳
子
は
「
閨
秀
作
家
」
と
し
て
の
立
場

で
、「
未
知
の
崇
拝
者
」
か
ら
の
手
紙
に
目
を
通
す
。
こ
の
や
り
取
り

は
「
未
知
の
崇
拝
者
」
か
ら
の
反
応
が
佳
子
に
伝
わ
る
こ
と
が
な
く
、

佳
子
が
一
方
的
に
「
未
知
の
崇
拝
者
」
を
観
察
す
る
様
子
が
わ
か
る
。

佳
子
は
「
先
生
」
と
い
う
仮
面
を
用
い
、
自
身
の
「
秘
密
」
を
他
者

か
ら
覗
き
込
ま
れ
る
こ
と
を
拒
む
が
、〈
人
間
椅
子
〉
は
そ
の
仮
面
を

剥
ぎ
取
る
力
を
持
つ
。

〈
人
間
椅
子
〉
で
は
「
奥
様
、
仮
に
あ
な
た
が
、
私
の
位
置
に
あ
る

も
の
と
し
て
、
其
場
の
様
子
を
想
像
し
て
ご
ら
ん
な
さ
い
ま
せ
」
や

「
奥
様
、
余
り
に
あ
か
ら
さ
ま
な
私
の
記
述
に
、
ど
う
か
気
を
悪
く
し

な
い
で
下
さ
い
ま
し
」
等
の
、「
先
生
」
と
し
て
「
未
知
の
崇
拝
者
」

へ
対
処
し
て
い
た
佳
子
を
「
奥
様
」
と
し
て
呼
び
か
け
る
表
現
が
多

く
見
受
け
ら
れ
る
。
単
な
る
創
作
に
す
ぎ
な
い
は
ず
の
〈
人
間
椅
子
〉

が
佳
子
に
と
っ
て
「
背
中
か
ら
冷
水
を
あ
び
せ
ら
れ
た
様
な
、
悪
寒
」

を
覚
え
る
程
に
恐
怖
を
与
え
る
理
由
は
、
佳
子
が
〈
人
間
椅
子
〉
内

で
語
ら
れ
る
告
白
を
事
実
だ
と
錯
覚
す
る
た
め
で
あ
る
が
、
こ
の
錯

覚
を
引
き
起
こ
す
要
因
の
一
つ
と
し
て
「
奥
様
」
と
い
う
呼
び
か
け

が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
に
は
「
奥
様
、
お
手
紙
で
ご
ざ
い
ま
す
」

と
佳
子
に
直
接
語
り
か
け
る
女
中
の
影
響
も
含
ま
れ
、「
先
生
」
と
し

て
の
佳
子
の
仮
面
は
完
全
に
剥
ぎ
取
ら
れ
て
し
ま
う
。「
先
生
」
と
し

て
〈
人
間
椅
子
〉
内
で
語
ら
れ
る
「
私
」
の
「
世
に
も
不
思
議
な
罪

悪
」
の
告
白
を
覗
き
見
し
て
い
た
佳
子
は
、「
奥
様
」
と
い
う
呼
び
か

け
に
よ
っ
て
「
先
生
」
と
い
う
隠
れ
蓑
を
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。

「
先
生
」
と
い
う
仮
面
が
一
通
目
に
よ
っ
て
剥
ぎ
取
ら
れ
、
そ
し
て

二
通
目
に
よ
っ
て
「
奥
様
」
と
い
う
仮
面
す
ら
も
危
機
を
迎
え
る
。

「
先
生
」
と
い
う
仮
面
が
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
っ
た
佳
子
に
と
っ
て

残
さ
れ
た
仮
面
は
「
奥
様
」
の
み
で
あ
る
。
し
か
し
「
私
の
拙
い
創

作
」
や
「
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
」
な
ど
、
不
遜
と
も
と
れ
る
態
度
は
佳
子
に
と
っ
て
「
先

生
」
と
し
て
の
顔
を
用
い
る
よ
う
に
求
め
る
。
し
か
し
、「
先
生
」
と

い
う
仮
面
は
既
に
剥
奪
さ
れ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
佳
子
に
は
「
奥
様
」

と
い
う
隠
れ
蓑
し
か
残
さ
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
事
を
二
通
目
の
手

紙
は
強
く
自
覚
さ
せ
、
佳
子
は
「
ハ
ッ
と
さ
せ
」
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

二
通
目
の
手
紙
に
よ
り
、
失
わ
れ
た
は
ず
の
「
先
生
」
と
い
う
仮
面

を
再
度
装
着
す
る
よ
う
に
求
め
ら
れ
た
佳
子
は
「
奥
様
」
と
い
う
仮

面
さ
え
も
強
固
な
も
の
と
し
て
確
立
す
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て

し
ま
う
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
、
佳
子
の
使
い
分
け
て
い
た
二
つ
の
仮
面
が
力
を
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失
っ
て
い
き
、
佳
子
は
そ
の
姿
を
隠
す
こ
と
が
出
来
な
く
な
っ
て
し

ま
う
。
佳
子
が
「
背
中
か
ら
冷
水
を
浴
び
せ
ら
れ
た
様
な
」
心
持
ち

に
な
る
の
は
、
自
身
の
背
後
に
正
体
不
明
の
「
私
」
と
い
う
存
在
を

感
じ
取
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
他
な
ら
な
い
が
、
こ
れ
こ
そ
佳
子
が

一
方
的
に
享
受
さ
れ
る
存
在
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
事
を
端
的
に
表
す

文
言
で
あ
ろ
う
。

佳
子
の
仮
面
が
剥
ぎ
取
ら
れ
て
い
く
様
子
を
象
徴
的
に
表
す
も
う

一
つ
の
要
素
と
し
て
、
部
屋
の
移
動
が
挙
げ
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
無
意
識
に
立
上
る
と
、
気
味
悪
い
肘
掛
椅
子
の
置
か

れ
た
書
斎
か
ら
逃
げ
出
し
て
、
日
本
建
て
の
居
間
の
方
へ
来
て

い
た
。
手
紙
の
後
の
方
は
、
い
っ
そ
読
ま
な
い
で
、
破
り
棄
て

て
了
お
う
か
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
ど
う
や
ら
気
懸
り
な
ま
ま

に
、
居
間
の
小
机
の
上
で
、
兎
も
角
も
、
読
み
つ
づ
け
た
。

佳
子
が
執
筆
活
動
を
行
う
洋
館
の
書
斎
は
「
夫
と
共
用
」
の
も
の

で
あ
り
、
当
時
の
西
洋
館
自
体
が
ど
れ
も
接
客
用
の
施
設
で
あ
っ

た
 13
事
、
更
に
は
佳
子
の
持
つ
「
閨
秀
作
家
」
と
い
う
言
葉
に
含
ま

れ
る
「
閨
」、
そ
し
て
部
屋
に
「
ど
ぢ
籠
」
っ
て
執
筆
を
行
う
姿
勢
、

ど
れ
も
部
屋
と
い
う
要
素
に
聯
関
し
て
い
く
。「
先
生
」
に
密
に
結
び

つ
く
書
斎
か
ら
「
逃
げ
出
し
て
」
し
ま
う
こ
と
は
、
佳
子
の
「
先
生
」

と
し
て
の
仮
面
が
機
能
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
の

だ
。佳

子
は
、〈
人
間
椅
子
〉
を
読
ん
だ
後
、「
私
」
の
罪
悪
が
事
実
か

ど
う
か
の
確
認
が
出
来
な
い
。「
先
生
」
と
し
て
の
隠
れ
蓑
を
剥
ぎ
取

ら
れ
た
佳
子
は
、「
食
物
そ
の
他
の
、
彼
に
附
属
し
た
汚
い
も
の
」
に

近
づ
く
こ
と
す
ら
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
二
通
目
の
手
紙
に

よ
っ
て
、〈
人
間
椅
子
〉
が
解
決
不
可
能
な
も
の
へ
と
変
化
し
、
佳
子

は
未
知
の
書
き
手
を
内
在
化
し
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
ま
る
で
〈
人
間

椅
子
〉
で
「
私
」
が
椅
子
の
中
に
這
入
り
込
ん
だ
様
に
、
佳
子
の
内

部
に
這
入
り
込
ん
で
し
ま
う
。

窃
視
願
望
を
持
つ
都
市
生
活
者
と
し
て
の
佳
子
は
、
覗
き
込
も
う

と
し
た
対
象
に
仮
面
を
剥
奪
さ
れ
、
覗
き
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の

だ
。で

は
、
佳
子
が
二
つ
の
仮
面
を
剥
奪
さ
れ
て
い
く
過
程
は
文
章
表

現
と
し
て
ど
の
よ
う
に
示
さ
れ
る
か
。
先
に
も
用
い
た
言
葉
で
あ
る

「
自
分
の
か
ら
だ
」
か
ら
分
析
を
し
て
行
く
。

三佳
子
の
よ
う
な
都
市
生
活
者
が
内
部
に
隠
す
「
秘
密
」
と
は
如
何

な
る
も
の
か
。「
苦
楽
」
に
掲
載
さ
れ
た
初
出
の
「
人
間
椅
子
」
に
は

「
か
ら
だ
」・「
身
体
」・「
身
體
」
の
三
種
類
が
用
い
ら
れ
、「
身
体
」
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と
「
身
體
」
で
は
対
象
に
よ
り
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。

「
身
体
」
と
「
身
體
」
の
使
い
分
け
は
〈
人
間
椅
子
〉
内
で
顕
著
で

あ
る
。「
肉
体
」
と
「
肉
體
」
で
も
こ
の
使
い
分
け
は
確
認
す
る
こ
と

が
出
来
る
。「
身
体
」
は
椅
子
職
人
で
あ
る
「
私
」
や
種
々
雑
多
な
西

洋
人
に
対
し
て
用
い
ら
れ
る
。

や
が
て
、
ガ
タ
〳
〵
と
い
う
、
荷
車
の
振
動
が
、
私
の
身
体
に

ま
で
、
一
種
異
様
の
感
触
を
伝
え
て
参
り
ま
し
た
。

西
洋
人
ら
し
い
大
き
な
身
体
が
、
私
の
膝
の
上
に
ド
サ
リ
と
落

ち
て
、
フ
カ
〳
〵
と
二
三
度
は
ず
み
ま
し
た
。

「
私
」
が
経
験
し
た
と
述
べ
る
様
々
な
西
洋
人
の
女
性
が
持
つ
魅

力
に
つ
い
て
「
肉
体
」
が
連
続
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
か
ら
も
、「
身

体
」
に
は
個
別
具
体
的
な
人
物
を
指
す
時
に
は
用
い
ら
れ
な
い
事
が

わ
か
る
。

他
方
、「
身
體
」・「
肉
體
」
は
「
私
」
に
と
っ
て
「
不
思
議
な
経

験
」
と
し
て
語
ら
れ
る
「
あ
る
強
国
の
大
使
」
と
「
あ
る
国
の
ダ
ン

サ
ー
」、
そ
し
て
「
夫
人
」
に
対
し
て
の
み
用
い
ら
れ
る
。

常
人
よ
り
も
暖
い
か
と
思
わ
れ
る
肉
體
の
、
く
す
ぐ
る
様
な
感

触
が
、
一
種
名
状
す
べ
か
ら
ざ
る
刺
激
を
、
与
え
た
の
で
ご
ざ

い
ま
す
。

彼
女
は
私
に
、
嘗
つ
て
経
験
し
た
こ
と
の
な
い
理
想
的
な
肉
體

美
の
感
触
を
与
え
て
く
れ
ま
し
た
。

夫
人
の
食
事
と
、
就
寝
の
時
間
を
除
い
て
は
、
夫
人
の
し
な
や

か
な
身
體
は
、
い
つ
も
私
の
上
に
在
り
ま
し
た
。

「
夫
人
」
に
対
し
て
は
「
身
體
」
も
多
く
用
い
ら
れ
、「
體
」
の
字

が
「
身
体
」・「
肉
体
」
と
明
確
に
区
別
さ
れ
て
い
る
事
は
明
白
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
二
つ
の
漢
字
を
用
い
意
識
的
に
差
別
化
さ
れ
る

「
身
体
」
と
「
身
體
」
に
続
き
、
更
に
平
仮
名
で
書
か
れ
る
「
か
ら

だ
」
も
存
在
す
る
。

先
に
も
触
れ
た
「
か
ら
だ
」
の
使
用
例
は
二
箇
所
の
み
で
あ
る
。

佳
子
は
、
毎
朝
、
夫
の
登
庁
を
見
送
っ
て
了
う
と
、
そ
れ
は
い

つ
も
十
時
を
過
ぎ
る
の
だ
が
、
や
っ
と
自
分
の
か
ら
だ
に
な
っ

て
、
洋
館
の
方
の
、
夫
と
共
用
の
書
斎
へ
、
と
ぢ
籠
る
の
が
例

に
な
っ
て
い
た
。
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人
間
と
い
う
も
の
は
、
容
貌
や
指
紋
の
外
に
、
こ
う
し
た
か
ら

だ
全
体
の
感
触
に
よ
っ
て
も
、
完
全
に
識
別
す
る
こ
と
が
出
来

る
の
に
相
違
あ
り
ま
せ
ん
。

前
者
は
冒
頭
の
佳
子
の
様
子
で
あ
り
、
後
者
は
〈
人
間
椅
子
〉
内

で
「
私
」
が
目
で
見
て
い
る
人
間
と
は
異
な
る
識
別
方
法
を
説
明
す

る
場
面
で
あ
る
が
、
こ
の
二
種
か
ら
は
物
理
的
な
も
の
と
し
て
切
り

離
さ
れ
た
「
か
ら
だ
」
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
で
き
よ
う
。
佳
子
が
「
自

分
の
か
ら
だ
」
に
な
る
と
い
っ
た
表
現
か
ら
も
、
人
間
の
個
人
的
な

部
分
、
パ
ー
ソ
ナ
ル
な
部
分
を
指
す
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
わ
か
る
。

テ
ク
ス
ト
全
体
の
流
れ
と
し
て
、「
身
體
」
が
用
い
ら
れ
る
「
夫

人
」
を
佳
子
と
仮
定
す
る
と
、
佳
子
の
「
身
體
」
に
よ
っ
て
隠
さ
れ

て
い
た
「
か
ら
だ
」
が
曝
さ
れ
て
し
ま
う
物
語
で
あ
る
と
も
言
え
よ

う
。
つ
ま
り
、
佳
子
が
未
知
の
存
在
に
よ
っ
て
、
外
部
で
あ
る
「
身

體
」
が
内
部
で
あ
る
「
ク
ネ
ク
ネ
」
と
し
た
「
か
ら
だ
」
へ
と
、
そ

の
姿
を
露
わ
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

表
記
の
使
い
分
け
か
ら
も
わ
か
る
様
に
、「
人
間
椅
子
」
自
体
に
は

「
人
間
椅
子
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
を
読
む
存
在
へ
の
意
識
が
潜
ん
で

い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
意
識
の
最
も
顕
著
な
例
が
、
結
末
部
に
お
け

る
「
ど
ん
で
ん
返
し
」
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
末
部
に
は
ど
の
様
な
意

味
が
あ
る
の
か
、「
人
間
椅
子
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
全
体
を
俯
瞰
す
る

第
三
層
か
ら
考
察
し
て
い
く
。

四「
人
間
椅
子
」
執
筆
時
の
乱
歩
は
「
ど
ん
で
ん
返
し
」
を
屡
々
用
い

て
い
た
。
デ
ビ
ュ
ー
作
で
あ
る
「
二
銭
銅
貨
」（『
新
青
年
』
大
正
一

二
年
四
月
）
や
「
赤
い
部
屋
」（『
新
青
年
』
大
正
一
四
年
四
月
）
な

ど
が
そ
れ
に
あ
た
る
が
、「
人
間
椅
子
」
の
「
ど
ん
で
ん
返
し
」
に
つ

い
て
は
中
島
河
太
郎
が
大
変
高
く
評
価
し
て
い
る
。

　
本
篇
の
結
末
の
ど
ん
で
ん
返
し
に
つ
い
て
は
、
非
難
が
な
い

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
探
偵
小
説
に
ど
ん
で
ん
返
し
が

流
行
し
た
こ
と
へ
の
反
撥
で
も
あ
っ
た
ろ
う
が
、
こ
う
い
う
結

末
で
な
け
れ
ば
画
竜
点
睛
を
欠
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の

流
暢
な
筆
致
が
一
気
に
読
者
を
引
き
ず
っ
て
い
く
だ
け
に
、
余

計
作
品
全
体
に
設
け
ら
れ
た
陥
穽
に
ハ
マ
っ
て
、
読
者
は
讃
嘆

を
惜
し
ま
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 14

さ
ら
に
は
自
作
に
対
し
厳
し
い
評
価
を
下
す
こ
と
が
多
い
乱
歩
自

身
も
、
こ
の
「
ど
ん
で
ん
返
し
」
を
「
必
ず
し
も
悪
く
な
い
 15
」
と

し
て
お
り
、「
人
間
椅
子
」
と
い
う
作
品
を
考
え
る
上
で
こ
の
結
末
は
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看
過
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
結
末
を
考
え
る

為
に
先
ず
、「
人
間
椅
子
」
内
で
の
佳
子
と
未
知
の
書
き
手
に
よ
る

〈
人
間
椅
子
〉
と
い
う
創
作
の
関
係
を
整
理
す
る
必
要
が
あ
る
。

〈
人
間
椅
子
〉
は
佳
子
が
読
む
こ
と
を
想
定
し
て
書
か
れ
た
文
章

で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。
我
々
読
者
は
、
佳
子
が
〈
人
間
椅

子
〉
を
読
む
と
い
う
場
に
立
ち
会
う
形
で
テ
ク
ス
ト
が
進
行
し
て
い

く
。
真
銅
正
宏
は
こ
の
様
に
、
作
中
の
登
場
人
物
が
読
者
と
し
て
想

定
さ
れ
る
ス
タ
イ
ル
の
小
説
で
の
読
者
の
立
ち
位
置
を
「
密
室
的
な

語
り
の
現
場
を
立
ち
聞
き
す
る
、
あ
る
い
は
覗
き
見
す
る
よ
う
な
立

場
」
と
し
、「
実
に
不
安
定
な
立
場
」
で
の
読
書
体
験
だ
と
指
摘
す

る
 16
。真

銅
の
指
摘
す
る
様
に
、
実
際
の
読
者
は
佳
子
と
い
う
隠
れ
蓑
を

用
意
さ
れ
、「
覗
き
見
す
る
よ
う
な
立
場
」
で
「
人
間
椅
子
」
に
触
れ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
佳
子
が
隠
匿
し
て
い
た
は
ず
の
「
自
分
の
か
ら
だ
」

を
冒
頭
で
み
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

「
人
間
椅
子
」
に
は
多
数
の
謎
が
残
さ
れ
る
。
未
知
の
書
き
手
の
正

体
は
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
な
く
、
佳
子
が
今
後
ど
う
な
る
か
も
、

我
々
読
者
に
は
一
つ
の
確
か
な
結
論
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
先

に
挙
げ
た
「
二
銭
銅
貨
」
で
は
あ
る
程
度
の
謎
解
き
が
あ
り
、
結
末

に
て
謎
そ
の
も
の
が
嘘
で
あ
る
と
提
示
さ
れ
、「
赤
い
部
屋
」
で
は

様
々
な
プ
ロ
パ
ビ
リ
テ
ィ
の
犯
罪
の
事
例
を
示
し
、
最
後
に
は
そ
の

事
実
自
体
を
否
定
す
る
こ
と
で
双
方
と
も
大
き
な
謎
を
残
す
こ
と
な

く
作
品
が
結
末
を
迎
え
る
。「
人
間
椅
子
」
の
「
ど
ん
で
ん
返
し
」
は

そ
の
点
に
置
い
て
異
な
り
、
謎
を
保
持
し
続
け
る
役
割
を
持
つ
か
ら

こ
そ
、
中
島
の
評
価
の
よ
う
に
高
い
評
価
を
得
て
来
た
と
言
え
よ

う
。
こ
の
「
ど
ん
で
ん
返
し
」
を
西
川
論
 17
で
は
、〈
読
む
こ
と
〉
と

〈
読
ま
れ
る
こ
と
〉
の
一
元
的
理
解
を
破
壊
す
る
「
圧
倒
的
加
害
者
」

と
位
置
付
け
る
が
、
そ
こ
に
は
如
何
に
し
て
実
際
の
読
者
へ
と
「
人

間
椅
子
」
が
牙
を
剥
く
か
が
テ
ク
ス
ト
上
か
ら
は
示
さ
れ
な
い
。
読

者
の
想
像
や
推
理
を
謎
の
ま
ま
保
持
す
る
こ
と
は
確
か
に
読
者
へ
訴

え
か
け
る
要
素
で
は
あ
る
が
、
そ
の
一
つ
で
し
か
な
い
。

こ
の
よ
う
に
「
ど
ん
で
ん
返
し
」
と
し
て
二
通
目
の
手
紙
全
体
を

考
え
る
こ
と
に
よ
り
、
手
紙
自
体
の
内
実
は
看
過
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
た
。
本
節
で
は
二
通
目
の
末
尾
に
あ
る
「
態
と
省
い
」
た
表
題
で

あ
る
〈
人
間
椅
子
〉
が
、
な
ぜ
省
か
れ
た
の
か
、
そ
し
て
二
通
目
に

よ
っ
て
示
さ
れ
る
〈
人
間
椅
子
〉
と
い
う
表
題
が
、
作
品
自
体
の
表

題
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
は
如
何
な
る
意
味
が
あ
る
か
を
考
察
し
て
い

く
。先

ほ
ど
、
佳
子
と
い
う
隠
れ
蓑
を
通
し
て
テ
ク
ス
ト
を
読
み
進
め

る
読
者
に
つ
い
て
指
摘
し
た
が
、
作
品
の
登
場
人
物
で
あ
る
佳
子
と

実
際
の
読
者
と
の
大
き
な
差
異
は
「
人
間
椅
子
」
と
い
う
表
題
を
目

に
し
て
い
る
か
い
な
い
か
で
あ
ろ
う
。
そ
の
為
、
佳
子
に
と
っ
て
は
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事
実
と
し
て
錯
覚
さ
せ
る
役
割
を
持
つ
表
題
の
省
略
が
、
我
々
実
際

の
読
者
に
と
っ
て
は
異
な
る
意
義
を
持
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

単
な
る
テ
ク
ス
ト
上
の
創
作
で
あ
る
〈
人
間
椅
子
〉
と
作
品
全
体

を
指
す
「
人
間
椅
子
」、
こ
の
二
つ
の
表
題
が
共
通
す
る
こ
と
に
よ

り
、
テ
ク
ス
ト
上
で
佳
子
が
「
ハ
ッ
と
」
さ
せ
ら
れ
た
よ
う
に
、
我
々

読
者
も
表
題
を
思
い
起
こ
さ
れ
「
ハ
ッ
と
」
さ
せ
ら
れ
る
の
だ
。

そ
れ
は
ま
る
で
、
第
一
層
と
第
二
層
で
示
さ
れ
る
、
枠
を
越
え
て

働
き
か
け
る
力
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
第
一
層
で
は
、「
私
」
が
革
を
隔

て
て
肉
薄
し
た
「
欧
州
の
あ
る
強
国
の
大
使
」
に
「
グ
サ
リ
と
一
突

き
」
す
る
、「
妄
想
」
に
取
り
憑
か
れ
る
。
第
二
層
で
は
単
な
る
二
通

の
手
紙
が
そ
の
枠
を
越
え
、
佳
子
の
二
つ
の
仮
面
を
剥
ぎ
取
る
。
そ

し
て
最
後
に
は
、
表
題
が
「
人
間
椅
子
」
と
い
う
作
品
の
枠
を
越
え
、

読
者
に
「
ナ
イ
フ
」
を
突
き
立
て
る
の
で
あ
る
。

結
び
に

「
人
間
椅
子
」
が
三
層
に
渡
り
、
枠
を
越
え
て
い
く
力
が
描
か
れ
て

い
る
事
を
こ
こ
ま
で
分
析
し
て
き
た
。
確
か
に
「
人
間
椅
子
」
で
描

か
れ
る
触
覚
や
窃
視
癖
に
つ
い
て
は
乱
歩
作
品
で
は
重
要
な
位
置
を

占
め
る
作
品
は
多
く
あ
り
、『
苦
楽
』
へ
次
に
発
表
さ
れ
る
「
闇
に
蠢

く
」（『
苦
楽
』
大
正
一
五
年
一
月
〜
一
一
月
、
平
凡
社
版
現
代
大
衆

文
学
全
集
第
三
巻
『
江
戸
川
乱
歩
集
』
昭
和
二
年
一
〇
月
）
で
、
主

人
公
で
あ
る
野
崎
三
郎
が
、
恋
人
で
あ
る
お
蝶
の
身
体
が
流
さ
れ
る

と
こ
ろ
を
隙
見
す
る
場
面
や
、
同
時
期
に
発
表
さ
れ
る
「
湖
畔
亭
事

件
」（『
サ
ン
デ
ー
毎
日
』
大
正
一
五
年
一
月
〜
五
月
）
に
て
「
覗
き

眼
鏡
の
遊
戯
」
に
耽
り
、
殺
人
事
件
を
目
撃
し
巻
き
込
ま
れ
て
い
く

「
私
」
な
ど
、
多
く
の
作
品
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
諸

感
覚
へ
の
志
向
と
同
じ
程
、
境
界
を
曖
昧
に
さ
せ
る
行
為
（
洞
窟
の

暗
闇
や
、
人
肉
食
等
）
へ
の
志
向
が
指
摘
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

「
人
間
椅
子
」
は
各
層
に
お
い
て
あ
る
境
界
を
越
え
る
作
品
で
あ

り
、
だ
か
ら
こ
そ
読
者
に
強
い
印
象
を
与
え
得
る
作
品
と
し
て
今
尚

親
し
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

※
本
文
の
引
用
は
『
苦
楽
』（
プ
ラ
ト
ン
社
・
大
正
一
四
年
一
〇
月
号
）
に
拠
る
。

※
本
文
引
用
は
適
宜
現
代
仮
名
遣
い
に
改
め
た
。

【
注
】

１
　
松
山
巖
『
乱
歩
と
東
京
』
筑
摩
書
房
　
平
成
四
年

２
　
真
銅
正
宏
「
立
体
造
形
と
触
覚
：「
盲
獣
」
の
触
覚
的
彫
刻
と
「
人
間
椅
子
」

の
技
巧
」（『
人
文
学
』
一
九
三
号
　
平
成
二
六
年
三
月
）

３
　
高
橋
世
織
「
現
代
文
学
に
お
け
る
幻
想
小
説
の
系
譜

―
騙
す
／
騙
さ
れ

る
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ー
ク
」（『
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第
三
六
巻
三
号
　
平
成

三
年
三
月
）

４
　
宮
本
和
歌
子
「
江
戸
川
乱
歩
「
人
間
椅
子
」
論

―
エ
ロ
グ
ロ
と
い
う
評
価
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と
心
理
的
盲
点
」（『
京
都
大
学
国
文
学
論
叢
』
三
五
号
　
平
成
二
八
年
）

５
　
笠
井
潔
「
江
戸
川
乱
歩
と
ギ
ュ
ゲ
ス
の
指
輪
」（『
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
第

三
六
巻
三
号
　
平
成
三
年
三
月
）

６
　
森
岡
卓
司
「
差
出
人
不
明

―
江
戸
川
乱
歩
「
人
間
椅
子
」
試
論

―
」

（『
日
本
文
芸
論
稿
』
二
六
号 

平
成
六
年
一
一
月
）

７
　
石
割
透
「
江
戸
川
乱
歩
「
人
間
椅
子
」

―
「
私
」
で
し
か
な
い
、
或
る
職

人
の
悲
哀
」（『
駒
沢
短
大
国
文
』
第
三
五
巻
　
平
成
一
七
年
三
月
）

８
　
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
』
第
一
七
巻
　
平
成
一
七
年
三
月
）

９
　
西
川
蘭
「
江
戸
川
乱
歩
『
人
間
椅
子
』
論
：〈
読
む
者
〉
を
攻
撃
す
る
メ
ビ

ウ
ス
の
輪
と
し
て
の
『
人
間
椅
子
』」（『
聖
心
女
子
大
学
大
学
院
論
集
』
第
三

五
巻
二
号
　
平
成
二
五
年
一
〇
月
）

10
　
江
戸
川
乱
歩
「
楽
屋
噺
」（『
世
界
探
偵
小
説
全
集
　
第
二
十
三
巻
』
博
文
館

　
昭
和
四
年

　
※�

引
用
に
は
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
　
第
24
巻
　
悪
人
志
願
』
光
文
社
　
平
成
一

七
年
を
使
用
。

11
　
森
岡
卓
司
・
前
出

　
　
森
岡
論
で
は
、「
奥
様
」
と
「
先
生
」
と
い
う
立
場
を
「
夫
と
の
関
係
に
あ
っ

て
要
求
さ
れ
る
妻
、
そ
し
て
彼
女
が
主
体
的
に
選
び
取
る
作
家
」
と
し
て
相
容

れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
が
、
本
論
で
は
佳
子
が
二
つ
の
立
場
を
仮

面
の
よ
う
に
使
い
分
け
て
お
り
、
主
体
を
隠
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
。

12
　
石
崎
等
「「
秘
密
」
の
銀
河
系

―
江
戸
川
乱
歩
と
谷
崎
潤
一
郎
・
宇
野
浩

二
」（『
江
戸
川
乱
歩
と
大
衆
の
二
十
世
紀
』
至
文
堂
　
平
成
一
六
年
）

13
　
松
山
巖
・
前
出

14
　
中
島
河
太
郎
「
解
題
」（『
江
戸
川
乱
歩
全
集
第
二
巻
　
人
間
椅
子
』
講
談
社

　
昭
和
五
四
年
）

15
　
江
戸
川
乱
歩
「
あ
と
が
き
」（『
芋
虫
』
岩
谷
書
店
　
昭
和
二
四
年
）

　
※�

引
用
に
は
『
江
戸
川
乱
歩
全
集
　
第
１
巻
　
屋
根
裏
の
散
歩
者
』
光
文
社
　

平
成
一
六
年
を
使
用

16
　
真
銅
正
宏
『
小
説
の
方
法

―
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
文
学
講
義

―
』
萌
書
房
　

平
成
一
九
年

17
　
西
川
蘭
・
前
出

�

（
立
教
大
学
大
学
院
修
士
課
程
）


