
子
規
に
つ
い
て
考
え
あ
ぐ
ね
る
と
、
講
談
社
版
『
子
規
全
集
』
第
二
十
二

巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
「
年
譜
」
を
幡
く
の
が
い
つ
の
ま
に
か
習
慣
に
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
子
規
の
「
生
涯
に
わ
た
っ
て
一
日
一
日
の
行
動
、
言
論
、

著
作
、
思
考
な
ど
全
て
の
活
動
と
日
常
生
活
を
含
む
万
般
の
自
称
を
本
全
集

編
纂
の
た
め
蒐
め
た
全
資
料
か
ら
抽
出
し
、
日
付
順
に
整
理
記
載
し
た
も
の
」

（
凡
例
）
で
８
ポ
の
活
字
で
五
三
六
頁
に
お
よ
ぶ
大
冊
で
あ
る
。
随
所
に
写

真
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
の
は
言
う
に
及
ば
ず
、
そ
の
時
々
の
句
会
の
メ
ン
バ
ー

や
鎮
痛
の
た
め
の
モ
ル
ヒ
ネ
服
用
の
時
間
に
い
た
る
ま
で
が
、
克
明
に
記
載

さ
れ
て
い
る
。

荒
正
人
の
『
漁
石
研
究
年
表
』
と
並
び
称
さ
れ
る
、
こ
の
細
級
を
極
め
た

「
年
譜
」
を
、
い
ま
仮
に
子
規
の
三
十
五
年
の
生
涯
を
考
え
る
「
地
」
の
部

分
と
捉
え
る
と
、
（
伝
記
的
な
新
事
実
が
提
示
さ
れ
て
い
る
と
い
う
場
合
を

別
に
す
れ
ば
）
私
に
と
っ
て
新
た
に
執
筆
さ
れ
た
子
規
の
評
伝
を
読
む
楽
し

み
は
こ
れ
か
ら
論
者
が
い
か
な
る
「
図
」
を
浮
上
さ
せ
て
い
る
か
と
い
う
点

に
あ
る
。
表
現
者
と
し
て
の
子
規
の
輪
郭
を
形
作
る
に
あ
た
っ
て
、
彼
の
心

〔
書
評
２
〕

坪
内
稔
典
著
『
正
岡
子
規
Ｉ
創
造
の
共
同
性
』

身
を
交
通
し
た
膨
大
な
ヒ
ト
・
モ
ノ
・
コ
ト
の
う
ち
、
ど
れ
が
ど
の
よ
う
に

選
び
択
ら
れ
意
味
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
。
ま
た
、
周
辺
人
物
た
ち
の
回
想

（
そ
の
量
の
多
さ
は
近
代
作
家
の
中
で
も
屈
指
で
あ
る
）
に
点
在
す
る
、
ど

の
「
子
規
」
を
連
れ
て
き
て
い
る
か
。

重
ね
て
言
う
ま
で
も
な
く
、
坪
内
氏
は
子
規
の
韻
文
散
文
を
論
じ
る
こ
と

は
も
と
よ
り
、
生
涯
さ
ま
ざ
ま
な
媒
体
を
伴
っ
て
行
わ
れ
た
グ
ル
ー
プ
活
動

の
あ
り
よ
う
に
着
目
し
た
論
考
な
ど
、
七
○
年
代
以
降
、
常
に
第
一
線
で
子

規
研
究
を
リ
ー
服
し
て
こ
ら
れ
た
。
単
行
本
と
し
て
は
『
正
岡
子
規
ｌ
俳

句
の
出
立
』
（
花
・
４
、
俳
句
研
究
社
）
、
『
子
規
随
考
』
（
『
正
岡
子
規
』
の

増
補
版
、
師
・
３
、
沖
積
舎
『
子
規
山
脈
』
（
師
・
４
、
日
本
放
送
協
会
）

な
ど
が
あ
り
、
こ
の
度
上
梓
さ
れ
た
評
伝
『
正
岡
子
規
ｌ
創
造
の
共
同
性
』

は
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
た
新
た
な
子
規
像
の
提
示
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
以
下
、

本
書
の
特
色
と
思
わ
れ
る
点
の
幾
つ
か
を
、
先
行
す
る
近
年
の
評
伝
Ｉ
久

保
田
正
文
『
正
岡
子
規
』
（
師
・
７
、
吉
川
弘
文
館
）
と
粟
津
則
雄
『
正
岡

子
規
』
（
駆
・
３
、
朝
日
新
聞
社
）
ｌ
と
凄
の
差
異
や
、
氏
自
身
の
こ
れ
ま
で

金
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の
子
規
論
の
連
繋
な
ど
を
手
が
か
り
に
指
摘
し
て
み
た
い
と
思
う
。

本
書
の
子
規
像
は
、
久
保
田
正
文
が
そ
の
評
伝
で
試
承
た
と
こ
ろ
の
明
治

と
い
う
時
代
と
格
闘
し
つ
つ
自
己
形
成
し
た
強
靭
な
個
と
も
、
粟
津
則
雄
の

提
示
し
た
近
代
に
俳
句
短
歌
と
い
う
ジ
ャ
ソ
ル
を
問
う
挑
戦
者
と
も
異
な
っ

て
い
る
。
そ
う
し
た
時
代
と
の
葛
藤
の
問
題
は
む
し
ろ
遠
景
に
沈
め
ら
れ
、

副
題
の
「
創
造
の
共
同
性
」
と
い
う
評
言
に
凝
縮
さ
れ
る
よ
う
に
、
親
族
や

文
学
仲
間
と
い
っ
た
小
さ
な
共
同
体
か
ら
力
を
得
た
り
逆
に
与
え
た
り
を
繰

り
返
し
な
が
ら
、
そ
の
夢
を
具
現
化
し
て
い
く
表
現
者
と
し
て
後
づ
け
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
子
規
の
文
学
営
為
を
個
人
の
も
の
と
せ
ず
、
彼
を
囲
む

人
々
と
の
作
業
と
す
る
観
点
は
「
子
規
随
考
』
や
『
子
規
山
脈
』
に
も
打
ち

出
さ
れ
て
い
た
も
の
が
、
「
〈
病
躰
六
尺
〉
は
言
わ
ば
共
同
の
創
造
の
核
」
と

し
た
本
書
に
お
い
て
ト
ー
タ
ル
に
確
認
さ
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

従
来
、
親
族
に
よ
る
共
同
体
か
ら
子
規
が
汲
み
上
げ
た
も
の
を
考
え
る
際
、

母
方
の
祖
父
・
大
原
観
山
や
叔
父
・
加
藤
拓
川
を
重
要
視
す
る
の
は
自
明
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
が
、
父
・
常
尚
に
つ
い
て
は
凡
庸
で
不
如
意
な
生
涯
を
送
っ

た
こ
と
に
加
え
て
、
子
規
自
身
が
『
筆
ま
か
せ
』
所
収
の
「
父
」
で
酒
好
き
・

高
慢
・
強
情
・
意
地
悪
・
武
術
学
問
と
も
に
と
り
た
て
て
言
う
ほ
ど
の
こ
と

は
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
こ
と
も
相
俟
っ
て
、
そ
の
影
響
を
積
極
的
に
評

価
す
る
と
い
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
氏
は
一
章
の
三
節
「
父

上
許
し
た
ま
ひ
て
よ
」
で
、
明
治
二
八
年
に
子
規
が
作
っ
た
新
体
詩
「
父
の

墓
」
に
注
目
し
、
立
身
出
世
を
病
気
に
よ
っ
て
は
ば
ま
れ
た
と
き
、
父
と
い

う
非
運
の
し
か
も
無
名
の
存
在
を
自
ら
に
重
ね
合
わ
せ
、
自
覚
的
に
か
か
え

こ
ん
だ
の
だ
と
指
摘
す
る
。
そ
の
上
で
近
代
の
時
勢
が
「
未
開
の
世
の
詩
歌
」

（
坪
内
遁
遙
『
小
説
神
髄
』
）
と
し
て
切
り
捨
て
て
い
た
短
詩
型
の
再
生
へ
と

子
規
が
向
か
っ
た
と
い
う
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
父
の
「
無
名
の
生
」
を
表

現
者
・
子
規
の
重
要
な
起
点
と
す
る
論
は
、
最
初
の
著
書
『
正
岡
子
規
ｌ

俳
句
の
出
立
』
か
ら
一
貫
す
る
坪
内
氏
独
自
の
も
の
で
、
子
規
の
短
詩
型
に

向
か
う
モ
チ
ー
フ
を
考
え
る
と
き
耐
決
し
て
外
し
て
は
考
え
ら
れ
ぬ
貴
重
な

視
座
で
あ
る
。

ま
た
文
学
仲
間
と
の
相
互
刺
激
を
論
じ
た
と
こ
ろ
で
は
、
五
章
の
三
節

「
伊
藤
左
千
夫
と
の
議
論
」
お
よ
び
四
節
「
文
学
と
し
て
の
和
歌
」
を
極
め

て
ス
リ
リ
ン
グ
で
示
唆
に
富
む
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ

う
。
子
規
が
短
詩
型
の
改
革
と
し
て
俳
句
に
引
き
続
き
着
手
し
た
こ
と
は
つ

と
に
知
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
実
践
を
世
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
の
は
明
治
三
一
年
に
入
っ
て
か
ら
で
、
こ
の
前
年
カ
リ
エ
ス
の
悪
化
で
啓

部
に
膿
の
穴
が
二
ケ
所
も
開
き
歩
行
不
能
に
陥
る
と
い
う
、
ま
さ
に
残
り
時

間
を
切
ら
れ
た
状
況
の
中
で
の
出
発
で
あ
っ
た
。
ま
た
革
新
運
動
の
舞
台
と

考
え
て
い
た
『
日
本
新
聞
』
に
再
三
理
論
や
実
作
の
掲
載
を
要
求
し
て
い
た

も
の
の
、
社
主
の
陸
渇
南
を
は
じ
め
編
集
局
や
ブ
レ
ー
ソ
の
間
で
は
時
期
尚

早
と
危
倶
す
る
声
が
強
く
、
明
治
三
二
年
の
二
月
七
日
に
は
子
規
が
打
倒
を

誓
う
御
歌
所
派
の
実
作
シ
リ
ー
ズ
「
新
自
讃
歌
」
の
連
載
が
始
ま
っ
て
し
ま

う
。
こ
れ
に
遅
れ
る
こ
と
五
日
後
の
二
月
二
百
に
「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」

が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
伊
藤
春
園
と
と
左
千
夫
は
こ
の
間
の
二
月
一

○
日
に
「
非
新
讃
歌
論
」
を
投
稿
に
よ
り
発
表
し
、
以
後
『
日
本
』
紙
上
で

ジ
ャ
ソ
ル
と
し
て
の
短
歌
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
論
争
を
巻
き
起
こ
す
こ
と
に

な
る
。

五
九



こ
の
後
「
歌
よ
み
」
シ
リ
ー
ズ
に
雁
行
し
て
「
百
中
十
首
」
の
連
載
が
開

始
さ
れ
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
わ
き
お
こ
る
辺
り
の
経
過
は
、
「
年
譜
」
の

記
述
中
最
も
ヒ
ト
と
コ
ト
書
ハ
が
交
錯
す
る
、
混
沌
た
る
展
開
を
み
せ
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
の
中
か
ら
氏
は
伊
藤
左
千
夫
を
焦
点
化
す
る
。
短
歌

の
革
新
を
願
い
な
が
ら
も
一
方
で
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
優
越
性
ｌ
を

先
験
的
な
も
の
と
し
て
疑
わ
な
い
左
千
夫
の
姿
勢
は
、
子
規
か
ら
み
て
ま
さ

に
「
馬
鹿
な
の
ん
き
な
」
、
し
か
し
挑
発
し
が
い
の
あ
る
「
歌
よ
み
」
の
そ

れ
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
以
後
、
左
千
夫
が
次
第
に
子
規
に
引
き

寄
せ
ら
れ
、
「
病
躰
六
尺
」
の
枕
頭
で
歌
の
「
調
べ
」
を
は
じ
め
、
歌
俳
の

ジ
ャ
ン
ル
に
つ
い
て
な
ど
の
議
論
を
戦
わ
す
さ
ま
が
本
書
で
は
辿
ら
れ
て
い

る
が
、
こ
こ
に
氏
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
「
創
造
の
共
同
性
」
が
鮮
や
か
に
見

て
取
れ
る
。

子
規
が
縦
断
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
文
学
ジ
ャ
ン
ル
の
う
ち
、
極
小
の
詩
型
・

俳
句
に
つ
い
て
論
じ
た
第
六
章
四
節
「
小
さ
な
表
現
」
及
び
五
節
「
鉛
筆
と

手
帳
の
力
」
も
ま
た
、
本
書
を
語
る
と
き
看
過
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
多
く

の
問
題
を
孕
ん
で
い
る
。
こ
こ
で
氏
は
、
子
規
が
「
発
句
は
文
学
な
り
、
連

俳
は
文
学
に
非
ず
」
（
「
芭
蕉
雑
談
ｌ
或
問
」
明
調
）
と
断
じ
て
、
発
句
す

な
わ
ち
俳
句
だ
け
を
文
学
と
す
る
極
小
の
定
型
詩
に
お
い
て
最
も
生
き
生
き

し
た
表
現
者
た
り
え
た
理
由
を
考
察
し
て
い
る
。
そ
し
て
久
保
田
正
文
が
重

要
視
し
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
影
響
を
退
け
、
大
江
健
三
郎
が
い
ち
は
や
く
注
目

し
た
子
規
の
「
せ
ん
つ
ば
」
（
箱
庭
作
り
）
へ
の
強
い
嗜
好
が
取
り
上
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
の
趣
味
は
幼
少
時
に
端
を
発
し
、
子
規
の
美
育
に
大
き
く
貢

献
た
と
さ
れ
、
か
た
ち
を
変
え
生
涯
を
通
し
て
維
持
さ
れ
た
と
い
う
。
河
合

隼
雄
と
中
村
雄
二
郎
の
対
談
集
『
ト
ポ
ス
の
知
ｌ
箱
庭
療
法
の
世
界
』
や

中
村
草
田
男
の
「
俳
句
実
習
と
私
」
、
鶴
見
俊
輔
の
『
限
界
芸
術
論
』
な
ど

を
援
用
し
な
が
ら
、
子
規
に
と
っ
て
俳
句
と
は
一
種
の
治
癒
力
を
持
つ
「
鉛

筆
と
手
帳
で
作
る
せ
ん
つ
ば
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
が
示
さ
れ
る
。
こ
れ
も

ま
た
ユ
ニ
ー
ク
で
有
効
な
観
点
と
し
て
の
本
書
の
収
穫
に
数
え
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
私
は
「
せ
ん
つ
ば
」
を
説
明
す
る
際
に
氏
が
引
用

し
た
、
子
規
の
「
藤
野
潔
の
伝
」
を
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
潔
は

四
才
年
下
の
従
弟
で
幼
少
期
と
も
に
遊
び
、
の
ち
に
古
白
と
号
し
て
盛
ん
に

子
規
と
も
俳
句
を
は
じ
め
文
学
的
な
交
流
を
深
め
た
青
年
で
あ
る
。
戯
曲

「
人
柱
築
島
由
来
」
を
『
早
稲
田
文
学
』
に
発
表
す
る
な
ど
早
熟
な
才
能
を

示
し
た
が
、
二
十
四
歳
の
折
に
「
生
存
と
い
ふ
イ
ソ
タ
レ
ス
ト
を
抱
か
ざ
る

な
り
」
と
の
遺
書
を
残
し
て
ピ
ス
ト
ル
自
殺
を
遂
げ
た
。
左
記
の
一
文
は
子

規
が
編
ん
だ
『
古
白
遺
稿
』
の
一
節
で
あ
る
。

あ
る
時
古
白
は
余
の
家
に
来
り
て
、
余
が
最
愛
の
せ
ん
つ
ば
（
箱
庭

の
類
）
に
植
ゑ
あ
り
し
梅
の
子
苗
を
尽
く
引
き
抜
き
し
時
は
怒
り
に
堪

へ
か
ね
て
彼
を
打
ち
ぬ
。
母
は
余
を
叱
り
た
ま
ひ
ぬ
。
こ
れ
よ
り
余
は

再
び
古
白
に
近
づ
く
こ
と
を
好
ま
ざ
り
き
。

子
規
の
せ
ん
つ
ば
へ
の
偏
愛
と
古
白
の
エ
キ
セ
ソ
ト
リ
ッ
ク
な
性
格
の
萌

芽
を
読
む
だ
け
で
は
惜
し
い
、
象
徴
的
な
逸
話
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
後

両
者
は
何
度
も
ぶ
つ
か
り
合
い
な
が
ら
、
や
は
り
互
い
を
強
烈
に
意
識
し
、

「
創
造
の
共
同
性
」
を
共
有
し
た
こ
と
は
残
さ
れ
た
膨
大
な
量
の
書
簡
（
子

規
は
古
白
か
ら
の
た
よ
り
を
中
心
に
私
家
版
の
書
簡
集
を
編
ん
で
も
い
る
）

に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
『
仰
臥
漫
録
』
の
有
名
な
一
節
、
あ
ま
り

一ｰ

ノ、
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の
苦
し
さ
に
耐
え
か
ね
て
自
殺
を
試
み
よ
う
と
す
る
明
治
三
四
年
一
○
月
一

三
日
に
記
さ
れ
た
「
古
白
日
来
」
の
文
言
か
ら
も
、
死
後
な
お
そ
の
存
在
を

強
く
意
識
し
て
い
た
こ
と
が
解
る
。
子
規
の
せ
ん
つ
ば
Ⅱ
俳
句
の
み
な
ら
ず

定
型
的
発
想
と
そ
の
産
物
は
、
作
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
即
時
的
な
快
楽
と
癒

し
を
資
し
た
こ
と
は
疑
い
得
な
い
が
、
同
時
に
そ
れ
を
暴
力
的
に
壊
し
に
や
っ

て
く
る
力
と
の
拮
抗
を
や
は
り
ど
こ
か
に
背
負
っ
て
い
る
か
ら
、
今
日
な
お

凛
々
し
く
新
鮮
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

以
上
、
氏
の
論
に
触
発
さ
れ
た
感
想
を
書
き
連
ね
た
に
過
ぎ
な
い
も
の
と

な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
明
治
と
い
う
時
代
の
制
約
に
封
じ
込
め
ら
れ
る
こ
と

な
く
等
身
大
で
活
々
と
語
り
か
け
て
く
る
子
規
像
を
提
示
し
て
い
た
だ
け
た

か
ら
こ
そ
、
読
む
側
の
想
像
力
が
豊
か
に
刺
激
さ
れ
た
こ
と
を
重
ね
て
申
し

述
べ
て
お
き
た
い
。

久
保
田
正
文
は
評
伝
を
締
め
く
く
る
に
際
し
て
「
明
治
三
十
五
年
九
月
十

九
日
午
前
一
時
、
母
と
妹
に
ま
も
ら
れ
て
、
正
岡
子
規
の
生
は
終
わ
っ
た
。
」

と
記
し
、
粟
津
則
雄
は
「
九
月
二
十
一
日
、
葬
儀
が
い
と
な
ま
れ
、
田
端
大

龍
寺
に
埋
葬
さ
れ
た
。
墓
に
は
「
正
岡
常
規
墓
」
の
五
文
字
が
刻
ま
れ
た
。

三
十
六
歳
で
あ
っ
た
。
」
と
欄
筆
し
た
。
い
ず
れ
も
子
規
の
死
を
見
届
け
る

形
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
坪
内
氏
は
「
晩
年
の
あ
る
日
」
の
子

規
の
姿
を
弟
子
の
記
憶
（
斎
藤
紅
緑
「
糸
瓜
棚
の
下
で
」
）
の
中
か
ら
連
れ

出
し
て
私
た
ち
に
引
き
合
わ
せ
る
。
例
の
ご
と
く
、
・
子
規
の
病
床
を
取
り
巻

い
て
い
た
仲
間
の
輪
の
中
か
ら
、
三
並
良
が
い
と
ま
ご
い
を
し
て
立
ち
上
が
っ

た
時
、
子
規
が
声
を
挙
げ
て
泣
き
、
「
も
う
少
し
居
て
お
く
れ
よ
。
お
前
が

帰
る
と
そ
こ
が
空
っ
ぽ
に
な
る
じ
ゃ
な
い
か
」
と
懇
願
し
た
と
い
う
一
コ
マ

で
あ
る
。
氏
は
こ
れ
を
極
め
て
象
徴
性
の
高
い
逸
話
と
し
て
左
記
の
よ
う
に

意
味
づ
け
る
こ
と
で
巻
を
終
え
て
い
る
。

〈
そ
こ
が
空
っ
ぽ
に
な
る
〉
と
い
う
せ
つ
な
い
思
い
が
、
子
規
の
小

さ
な
共
同
の
場
、
そ
し
て
共
同
の
創
造
に
い
つ
も
緊
張
感
を
も
た
ら
し

て
い
た
。
ユ
ー
モ
ア
や
戯
文
を
支
え
て
い
た
の
も
も
ち
ろ
ん
こ
の
〈
そ

こ
が
空
っ
ぽ
に
な
る
〉
と
い
う
思
い
で
あ
っ
た
。
次
の
よ
う
に
言
い
換

え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
〈
そ
こ
が
空
っ
ぽ
に
な
る
〉
と
い
う
思
い
が
、

家
族
や
仲
間
と
の
共
同
の
夢
を
求
め
た
。

仲
間
の
真
ん
中
で
子
供
の
よ
う
に
泣
い
て
い
る
子
規
。
絶
筆
三
句
の
筆
勢

か
ら
そ
の
折
の
子
規
の
心
境
を
再
現
し
た
、
本
書
の
二
章
一
節
の
ひ
そ
み
に

習
っ
て
想
像
す
る
な
ら
、
評
伝
の
締
め
く
く
り
を
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
死
で
は

な
く
、
こ
う
し
た
無
邪
気
で
切
実
な
子
規
の
表
情
と
言
葉
で
終
え
る
こ
と
を

思
い
つ
い
た
と
ぎ
、
坪
内
氏
は
眼
を
輝
か
せ
、
そ
れ
か
ら
ち
ょ
っ
と
は
に
か

ん
だ
に
違
い
な
い
。
書
評
の
範
囑
を
逸
脱
し
た
深
読
み
と
お
叱
り
を
受
け
そ

う
で
あ
る
が
、
子
規
に
魅
せ
ら
れ
、
そ
の
生
涯
の
あ
ま
り
の
短
さ
を
口
惜
し

、
、
、
、

く
思
う
者
な
ら
私
の
み
な
ら
ず
誰
で
も
、
子
規
が
最
後
に
死
な
な
い
評
伝
を

書
く
氏
の
喜
び
を
容
易
に
想
像
し
う
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

（
一
九
九
一
・
八
・
三
○
発
行
、
リ
プ
ロ
ポ
ー
ト
、
二
九
八
ペ
ー
ジ
）

（
か
な
い
．
け
い
こ
青
山
学
院
女
子
短
大
非
常
勤
講
師
）

一
、
一

二
／
’


