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本
書
の
ね
ら
い
に
つ
い
て
、
著
者
は
「
二
〇
世
紀
の
京
劇
が
た
ど
っ

た
現
代
化
の
道
の
り
を
、
男
旦
と
女
優
に
焦
点
を
あ
て
て
考
え
よ
う
と

す
る
も
の
」
と
設
定
す
る
。

　

こ
こ
に
い
う
「
男
旦
」
と
は
、
女
役
を
演
じ
る
男
優
、
つ
ま
り
女
形
を

意
味
す
る
。
二
〇
世
紀
初
頭
、
京
劇
界
に
お
き
た
大
き
な
で
き
ご
と
と

し
て
、
女
優
の
台
頭
が
あ
っ
た
。
当
初
は
新
奇
な
見
世
物
と
し
て
眺
め

て
い
た
観
客
や
劇
評
家
は
こ
れ
以
降
、
女
優
を
見
つ
め
る
視
線
を
さ
ま

ざ
ま
に
模
索
し
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
自
分
た
ち
と
は
異
な
る

身
体
を
持
っ
た
競
争
相
手
の
登
場
を
受
け
て
、
男
旦
は
あ
ら
た
な
自
分

た
ち
の
表
現
を
求
め
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
と
き
指
向
さ
れ
た
ひ
と
つ

の
姿
が
当
時
の
新
し
い
女
性
像
で
あ
る
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」
で
あ
っ
た
。

　

社
会
全
体
が
現
代
化
を
迎
え
て
い
た
こ
の
時
期
、
変
化
を
求
め
ら
れ

た
の
は
男
旦
の
あ
り
方
だ
け
で
は
な
い
。
科
学
技
術
の
発
展
と
普
及
は

京
劇
は
ど
の
よ
う
に
二
〇
世
紀
と
い
う
新
し
い

時
代
に
出
会
い
、
現
代
化
を
遂
げ
た
の
か中
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新
し
い
舞
台
設
備
と
、
そ
れ
に
即
し
た
演
技
を
要
求
し
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ

ム
の
出
現
は
、
観
客
・
役
者
・
メ
デ
ィ
ア
の
あ
ら
た
な
か
か
わ
り
方
を

も
た
ら
し
た
。
百
貨
店
に
代
表
さ
れ
る
近
代
的
な
都
市
消
費
文
化
の
伸

張
は
商
品
と
し
て
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
さ
れ
る
演
劇
と
い
う
こ
れ
ま
で
と
は

違
っ
た
消
費
形
態
を
も
た
ら
し
た
。
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
に
代
表
さ
れ
る
新

し
い
女
性
像
の
登
場
は
「
淫
婦
」
潘
金
蓮
に
新
し
い
解
釈
を
与
え
た
。

　

本
書
は
、
現
代
化
が
中
国
の
演
劇
に
ど
の
よ
う
な
変
化
を
う
な
が
し

た
か
、
女
優
／
男
旦
／
身
体
と
い
っ
た
キ
ー
ワ
ー
ド
を
軸
と
し
て
そ
の

諸
相
を
論
じ
る
も
の
と
い
え
る
。

　

本
書
は
全
一
〇
章
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
以
下
、
章
ご
と
に
、
そ
の

内
容
を
紹
介
す
る
。

　

序
章
「
男
旦
は
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
を
め
ざ
す
」
で
は
、
中
華
民
国
成
立

田
村
容
子
著

男ナ
ン
タ
ン旦（

お
ん
な
が
た
）と
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル

二
〇
世
紀
中
国
に
お
け
る
京
劇
の
現
代
化

https://www.toho-shoten.co.jp/toho-web/search/detail?id=4990635787&bookType=jp
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後
、
劇
場
出
演
の
解
禁
が
も
た
ら
し
た
北
京
に
お
け
る
女
優
劇
の
ブ
ー

ム
到
来
と
、
そ
れ
を
受
け
て
の
男
旦
に
よ
る
表
現
の
模
索
を
論
じ
る
。

梅
蘭
芳
は
男
旦
な
ら
で
は
の
女
性
像
を
も
と
め
て
「
古
装
戯
」
を
考
案

し
、
一
方
上
海
の
小
楊
月
楼
は
そ
の
肌
を
さ
ら
し
、
当
時
の
新
し
い
女

性
像
で
あ
る
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
を
め
ざ
し
た
。

　

第
一
章
「
清
末
民
初
の
女
芝
居
」・
第
二
章
「
港
か
ら
き
た
女
優
」

は
上
海
・
北
京
に
お
け
る
女
優
の
受
容
を
取
り
扱
う
。
第
一
章
で
は
、

『
申
報
』の
劇
評
を
材
料
と
し
て
、清
末
の
上
海
に
あ
ら
わ
れ
た
坤
劇（
女

芝
居
）
が
当
初
は
女
性
が
演
じ
る
目
新
し
さ
を
楽
し
む
「
見
世
物
」
と

し
て
消
費
さ
れ
た
が
、
文
明
戯
や
話
劇
に
お
け
る
「
男
女
合
演
」
を
経

て
、
俳
優
の
身
体
に
注
目
し
役
と
俳
優
の
性
別
の
一
致
を
自
然
と
見
な

す
価
値
観
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
視
点
か
ら
も
評
価
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
述
べ
る
。

　

一
方
、北
京
に
お
け
る
女
優
の
受
容
は
上
海
や
天
津
な
ど
に
遅
れ
る
。

第
二
章
で
は
そ
れ
ら
の
港
湾
都
市
か
ら
流
入
し
た
女
優
が
北
京
の
京
劇

界
に
与
え
た
影
響
を
『
順
天
時
報
』
の
劇
評
か
ら
論
じ
る
。
女
優
は
従

来
の
北
京
京
劇
界
の
し
き
た
り
か
ら
逸
脱
し
た
存
在
と
し
て
お
も
し
ろ

が
ら
れ
る
が
、
や
が
て
劇
評
家
た
ち
は
男
旦
と
の
比
較
を
通
し
て
、
役

の
性
別
と
俳
優
の
身
体
の
一
体
化
と
い
う
新
た
な
視
点
を
発
見
す
る
。

ま
た
、
こ
の
こ
と
は
男
旦
に
、
女
優
と
の
間
に
演
技
術
の
差
異
化
を
は

か
る
必
要
性
を
認
識
さ
せ
る
こ
と
と
な
る
。

　

第
三
章
「
劇
評
家
・
辻
聴
花
と
女
芝
居
」
で
は
日
本
人
劇
評
家
・
辻

聴
花
に
注
目
し
、
一
九
一
〇
年
代
中
盤
の
北
京
に
お
け
る
演
劇
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
の
形
成
過
程
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
メ
デ
ィ
ア
／
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
と
演
劇
界
と
が
相
互
に
連
携
し
、
流
行
現
象
を
う
み
出
す
と

い
う
新
た
な
流
れ
が
う
ま
れ
た
こ
と
を
確
認
す
る
。
ま
た
、
辻
を
観
察

対
象
と
し
て
そ
の
女
優
観
の
変
化
を
な
が
め
、
当
時
の
女
優
受
容
の
一

モ
デ
ル
ケ
ー
ス
と
す
る
。

　

第
四
章
「『
鴛
鴦
蝴
蝶
派
』
と
上
海
の
遊
戯
場
」
で
は
、遊
戯
場
（
先

施
楽
園
）
と
そ
の
小
劇
場
が
発
行
し
た
小
新
聞
の
劇
評
に
注
目
し
、
上

海
に
お
け
る
女
優
と
劇
場
空
間
、
劇
評
と
の
相
互
関
係
を
論
じ
る
。
百

貨
店
の
屋
上
に
位
置
し
た
先
施
楽
園
は
、
百
貨
店
の
商
品
同
様
、
演
劇
・

芸
能
上
演
を
陳
列
し
一
覧
に
供
す
る
こ
と
で
、
消
費
を
促
し
た
。
こ
の

よ
う
な
遊
戯
場
で
は
手
の
届
く
範
囲
の
欲
望
の
対
象
と
し
て
女
優
が
消

費
さ
れ
る
と
い
う
、
大
劇
場
と
は
異
な
る
観
劇
習
慣
が
う
ま
れ
た
。
ま

た
、
遊
戯
場
と
観
客
を
つ
な
ぐ
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
小
新
聞
は
、
観
客
＝

読
者
が
投
稿
者
と
し
て
参
加
可
能
な
場
で
あ
り
、
そ
こ
に
劇
評
家
と
投

稿
者
、
読
者
が
つ
ど
う
ひ
と
つ
の
共
同
体
が
形
成
さ
れ
た
。

　

第
五
章
「
機
械
仕
掛
け
の
舞
台
」
で
は
、
中
華
民
国
初
期
の
京
劇
に

お
け
る
新
式
舞
台
装
置
の
変
遷
を
概
観
す
る
。
電
気
照
明
の
発
達
と
と

も
に
、
写
実
的
な
背
景
幕
や
実
物
の
道
具
が
舞
台
上
で
使
用
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
。
継
い
で
回
り
舞
台
や
電
光
設
備
を
用
い
た
セ
ッ
ト
と
い
っ
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た
新
式
舞
台
装
置
が
導
入
さ
れ
る
が
、
一
方
で
、
そ
の
写
実
へ
の
指
向

は
伝
統
的
な
京
劇
の
演
技
形
式
と
調
和
し
な
い
と
の
批
判
も
受
け
た
。

著
者
は
、
両
者
の
齟
齬
は
同
時
期
に
流
行
し
た
新
劇
と
の
比
較
に
よ
っ

て
発
見
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
。

　

舞
台
装
置
は
さ
ら
な
る
発
展
を
遂
げ
、「
機
関
佈
景
」
と
呼
ば
れ
る
機

械
仕
掛
け
の
舞
台
装
置
が
登
場
す
る
。
観
客
は
「
機
関
佈
景
」
を
マ
ジ
ッ

ク
を
見
る
感
覚
で
楽
し
む
と
と
も
に
、
そ
こ
に
「
科
学
」
の
力
を
見
て

い
た
。
当
時
、
よ
り
写
実
性
が
高
い
娯
楽
と
し
て
映
画
が
存
在
し
て
い

た
が
、「
機
関
佈
景
」
は
現
実
に
は
存
在
し
な
い
空
間
を
観
客
に
体
験
さ

せ
る
装
置
と
し
て
機
能
し
た
。
ま
た
、
演
技
の
型
に
よ
っ
て
観
客
の
想

像
力
に
働
き
か
け
る
と
い
う
伝
統
的
な
京
劇
の
演
技
形
式
は
、「
機
関
佈

景
」
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
支
え
る
上
で
有
効
に
働
い
た
と
す
る
。

　

第
六
章
「
日
本
人
の
描
い
た
京
劇
」
で
は
福
地
信
世
の
「
支
那
の
芝

居
ス
ケ
ッ
チ
帖
」
の
資
料
的
価
値
の
高
さ
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
同

資
料
と
福
地
が
創
作
し
た
舞
踊
劇
『
思
凡
』
を
通
し
て
梅
蘭
芳
の
訪
日

公
演
が
日
本
の
演
劇
人
に
与
え
た
影
響
や
、
民
国
期
京
劇
の
革
新
性
が

大
正
期
日
本
の
演
劇
界
に
い
か
に
受
容
さ
れ
た
か
を
論
じ
る
。

　

第
七
章
「『
孤
島
』
期
上
海
と
戦
時
下
の
演
劇
」
で
は
、「
孤
島
」
期

上
海
の
演
劇
と
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
の
関
係
に
つ
い
て
、
周
信
芳
の
京
劇

『
明
末
遺
恨
』
と
話
劇
『
明
末
遺
恨
』
を
通
し
て
見
る
。

　

当
時
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、「
国
防
戯
劇
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
唱
え
旧

劇
に
「
改
良
」
を
求
め
て
い
た
が
、
周
信
芳
の
『
明
末
遺
恨
』
は
、
話

劇
や
映
画
か
ら
演
技
術
を
吸
収
し
、
そ
の
現
代
性
に
よ
っ
て
「
国
防
戯

劇
」
の
模
範
と
評
価
さ
れ
た
。一
方
そ
れ
に
継
い
で
登
場
し
た
話
劇
『
明

末
遺
恨
』
は
京
劇
の
よ
う
な
歴
史
劇
を
題
材
と
す
る
こ
と
で
、
従
来
届

か
な
か
っ
た
平
劇
や
文
明
戯
・
地
方
戯
の
観
客
も
取
り
込
み
、
話
劇
に
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大
衆
へ
の
遡
及
力
と
い
う
新
た
な
可
能
性
を
見
出
し
た
。
両
劇
は
異
な

る
劇
種
な
が
ら
、
同
じ
「
抗
戦
期
演
劇
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
一
方

で
、
京
劇
で
は
亡
国
の
皇
帝
を
主
人
公
と
す
る
の
に
対
し
て
、
話
劇
で

は
妓
女
を
主
人
公
と
す
る
こ
と
で
、
よ
り
大
衆
に
近
い
存
在
と
す
る
な

ど
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
優
位
性
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
劇
上

の
試
み
は
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
メ
デ
ィ
ア
へ
の
寄
稿
を
介
し
て
拡
散
・

共
有
さ
れ
、
異
な
る
劇
種
間
の
接
触
が
う
な
が
さ
れ
た
。

　

第
八
章
「
た
た
か
う
女
性
像
の
系
譜
」
で
は
、
中
国
共
産
党
に
よ
る
京
劇

改
革
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
革
命
模
範
劇
に
お
け
る
女
性
像
を
取
り
上
げ
る
。

　

革
命
模
範
劇
に
お
け
る
「
女
性
役
割
」
は
長
髪
を
お
だ
ん
ご
に
結
う

と
夫
不
在
の
妻
を
表
す
と
い
う
よ
う
に
、
髪
型
に
よ
っ
て
コ
ー
ド
化
さ

れ
、
分
類
さ
れ
る
。
本
章
で
は
こ
の
コ
ー
ド
を
越
境
／
攪
乱
す
る
女
性

像
に
注
目
し
、「
花
木
蘭
」
や
『
楊
家
将
演
義
』
と
い
っ
た
中
国
文
芸
の

伝
統
的
な
た
た
か
う
女
性
像
の
系
譜
の
上
で
分
析
す
る
。

　

男
装
に
よ
っ
て
「
男
性
役
割
」
を
獲
得
す
る
「
花
木
蘭
」
の
物
語
は
映

画
や
京
劇
・
地
方
劇
に
改
編
さ
れ
る
中
で
、
父
・
家
・
国
・
党
と
そ
の
奉
仕

の
対
象
は
様
々
な
が
ら
、
常
に
従
順
な
「
娘
」
と
し
て
描
か
れ
て
き
た
。

革
命
現
代
バ
レ
エ
『
紅
色
娘
子
軍
』
は
そ
の
系
譜
上
に
あ
る
。
男
装
＝
軍

装
を
ま
と
う
こ
と
で
女
性
兵
士
は
花
木
蘭
同
様
「
男
性
役
割
」
を
獲
得
す

る
が
、
そ
の
一
方
で
バ
レ
エ
の
演
技
術
に
よ
る
身
体
性
の
強
調
や
「
脱
軍

装
」
に
よ
っ
て
、
そ
の
身
に
帯
び
る
「
女
性
役
割
」
が
あ
ら
わ
に
な
る
。

　

コ
ー
ド
に
注
目
す
る
と
『
紅
色
娘
子
軍
』
は
お
さ
げ
髪
の
「
少
女
」

か
ら
お
か
っ
ぱ
頭
の
「
革
命
戦
士
」
へ
の
越
境
・
成
長
を
描
く
物
語
で

あ
る
が
、
こ
の
越
境
は
一
方
通
行
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
軍
装

↔

脱

軍
装
の
反
復
の
よ
う
に
、「
少
女
」

↔「
革
命
戦
士
」
を
往
き
来
す
る
「
戦

闘
少
女
」
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
出
現
が
確
認
で
き
る
。

　
『
紅
色
娘
子
軍
』
は
史
実
か
ら
革
命
現
代
バ
レ
エ
に
至
る
過
程
で
男

性
主
体
を
物
語
か
ら
放
逐
し
て
い
く
こ
と
で
、
最
終
的
に
「
寡
婦
」
型

革
命
戦
士
の
叙
事
と
し
て
完
成
す
る
。

　

一
方
で
男
装
に
よ
る
「
男
性
役
割
」
の
獲
得
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
経
ず

に
、「
女
性
役
割
」
を
保
持
し
た
ま
ま
革
命
叙
事
の
主
体
と
な
る
「
妻
（
夫

不
在
）」
と
い
う
類
型
も
あ
る
。
そ
の
源
流
は
『
楊
家
将
演
義
』
に
遡
れ
る
。

彼
女
た
ち
は
コ
ー
ド
的
に
は
、
男
性
英
雄
に
救
済
さ
れ
る
類
型
で
あ
る

長
髪
（
お
だ
ん
ご
）
に
分
類
さ
れ
る
が
、「
夫
」
の
不
在
に
よ
っ
て
「
お
だ

ん
ご
」
の
類
型
か
ら
逸
脱
し
て
、
党
の
「
妻
」・「
母
」
と
し
て
革
命
任
務

を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。
長
髪
の
コ
ー
ド
を
攪
乱
す
る
存
在
と
い
え
る
。

　
「
戦
闘
少
女
」
も
「
妻
（
夫
不
在
）」
も
女
性
の
身
体
を
持
ち
な
が
ら

脱
性
化
さ
れ
る
と
い
う
両
義
的
な
女
性
像
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
こ
れ

は
文
革
終
了
後
に
は
解
体
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　

終
章
「
男
旦
と
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」
で
は
、
中
国
の
男
旦
が
、
二
〇
世
紀

の
女
性
の
身
体
を
い
か
に
表
現
し
よ
う
と
試
み
た
の
か
に
つ
い
て
、
欧

陽
予
倩
の
『
潘
金
蓮
』
を
題
材
と
し
て
論
じ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
で
描
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か
れ
る
潘
金
蓮
像
を
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
」
と
い
う
視
点
か
ら
検
討
す
る
。

　

著
者
は
本
劇
の
潘
金
蓮
が
旧
式
の
男
女
観
に
よ
ら
な
い
、
自
身
の
身

体
を
自
身
の
思
い
通
り
に
行
使
す
る
欲
望
を
持
つ
一
方
で
、
そ
の
自
立

心
と
裏
腹
に
経
済
的
な
庇
護
な
く
し
て
は
主
体
的
に
生
き
ら
れ
な
い
、

社
会
的
基
盤
も
自
尊
心
も
脆
弱
さ
を
帯
び
た
女
性
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
両
義
的
な
面
に
潘
金
蓮
の
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル

性
」
を
見
る
。
ま
た
、
従
来
の
男
旦
は
演
技
の
中
で
指
先
な
い
し
足
先

に
そ
の
女
性
性
を
表
現
し
て
き
た
が
、
欧
陽
予
倩
は
白
い
胸
元
を
あ
ら

わ
に
す
る
「
肌
脱
ぎ
」
の
演
技
を
用
い
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
こ
こ

に
同
時
代
的
な
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
を
表
現
し
よ
う
と
い
う
意
図
を
見
る
。

　

一
方
で
、
著
者
は
こ
れ
ら
の
意
図
が
実
際
に
舞
台
上
で
再
現
さ
れ
た

の
か
疑
念
を
呈
し
、『
潘
金
蓮
』
は
脚
本
に
見
え
る
創
意
が
舞
台
上
で

達
成
さ
れ
な
か
っ
た
作
品
と
評
価
す
る
。

　

以
上
、
駆
け
足
な
が
ら
そ
の
内
容
を
概
観
し
て
き
た
。
次
に
二
点
、

評
者
が
気
に
な
っ
た
点
を
挙
げ
る
。

　

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
著
者
は
本
書
を
「
現
代
化
の
道
の
り
を
、
男

旦
と
女
優
に
焦
点
を
当
て
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
」
と
位
置
づ
け
、

特
に
そ
の
身
体
に
注
目
す
る
。
そ
の
視
点
に
沿
う
よ
う
に
既
出
論
文
に

加
筆
を
施
し
た
結
果
、
論
の
焦
点
が
ぼ
け
た
り
、
急
ぎ
足
な
展
開
と
な
っ

て
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
、
第
七
章
・
章
末
の
「
主
人
公

の
性
別
お
よ
び
演
じ
る
俳
優
の
身
体
に
着
目
す
る
と
」（
二
七
七
頁
）
か

ら
始
ま
る
一
節
は
、
初
出
論
文
に
は
見
ら
れ
な
い
が
、
本
章
内
で
身
体

性
に
関
す
る
議
論
が
尽
く
さ
れ
な
い
ま
ま
結
論
部
に
挿
入
さ
れ
て
い
る

た
め
、
唐
突
の
感
を
免
れ
な
い
。
既
出
論
文
に
身
体
性
と
い
う
視
点
を

導
入
す
る
の
で
あ
れ
ば
付
記
で
は
な
く
、
議
論
の
軸
に
据
え
て
語
り
直

さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
。
序
章
や
一
・
二
・
終
章
に
お
い
て
身
体

と
い
う
視
点
の
有
効
性
は
十
分
証
明
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
惜
し
ま
れ
る
。

　

ま
た
、
本
書
の
中
で
、
女
優
は
ほ
ぼ
終
始
語
ら
れ
る
「
対
象
」
と
し

て
立
ち
現
れ
、
語
る
「
主
体
」
と
し
て
の
ふ
る
ま
い
を
見
せ
な
い
。
そ

れ
は
本
書
が
主
に
、
劇
評
と
い
う
他
者
の
語
り
を
通
し
て
対
象
を
浮
か

び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
手
段
を
と
っ
て
い
る
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、
そ

れ
で
も
男
優
に
つ
い
て
は
自
身
の
こ
と
ば
が
拾
わ
れ
て
い
る
。
女
優
は

自
ら
の
身
体
性
を
ど
う
と
ら
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
彼
女
た
ち
の
声

も
聞
き
た
く
思
っ
た
。

　

本
書
が
描
く
演
劇
の
現
代
化
の
諸
相
は
、
演
劇
史
の
研
究
で
あ
る
と

同
時
に
、
よ
り
一
般
的
に
中
国
が
ど
の
よ
う
に
現
代
化
と
い
う
格
闘
を

繰
り
広
げ
た
の
か
を
演
劇
と
い
う
切
り
口
か
ら
見
た
も
の
で
あ
る
と
い

え
る
。
本
書
が
演
劇
研
究
者
に
と
ど
ま
ら
ず
、
よ
り
広
範
な
読
者
に
届

く
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
な
か
つ
か
・
り
ょ
う　

愛
知
淑
徳
大
学
等
非
常
勤
講
師
）




