
著
者
は
さ
き
に
「
森
鴎
外
と
ド
イ
ツ
」
（
『
作
家
の
世
界
体
験
』
所
収
、
一

九
九
四
年
、
世
界
思
想
社
）
で
「
独
逸
日
記
」
の
モ
チ
ー
フ
と
、
そ
の
書
き

な
お
し
の
関
連
を
追
究
し
、
一
鴎
外
文
学
の
受
容
ｌ
戦
時
下
の
鴎
外
像
」

（
『
森
鴎
外
を
学
ぶ
人
の
た
め
に
』
所
収
、
一
九
九
四
年
、
世
界
思
想
社
）

で
は
昭
和
十
年
代
の
鴎
外
論
の
隆
盛
の
背
景
を
探
っ
た
。
一
貫
し
て
鴎
外
と

取
り
組
ん
で
来
た
著
者
が
、
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
た
、
鴎
外
の
明
治
四
十
年

代
の
現
代
小
説
に
関
す
る
論
考
七
篇
と
随
想
に
関
す
る
論
考
一
篇
を
ま
と
め
、

こ
れ
に
「
序
説
」
を
加
え
た
の
が
本
書
で
あ
る
。

明
治
四
十
年
代
の
鴎
外
は
「
豊
熟
の
時
代
」
と
呼
ば
れ
、
と
く
に
小
説
で

は
「
文
づ
か
ひ
」
以
来
十
八
年
ぶ
り
に
「
半
日
」
を
四
十
二
年
三
月
に
発
表

し
て
か
ら
、
旺
盛
な
活
動
を
見
せ
る
。
鴎
外
の
文
学
は
晩
年
の
史
伝
類
に
傑

作
が
多
い
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
四
十
年
代
の
現
代
小
説

の
分
析
に
努
め
た
の
は
「
日
露
戦
後
社
会
の
様
々
な
歪
み
が
こ
の
時
期
に
露

呈
し
て
き
て
お
り
、
そ
う
し
た
複
雑
な
社
会
的
問
題
意
識
の
文
学
的
究
明
が

現
代
小
説
に
お
い
て
な
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
」
と
著
者
は
述

〔
書
評
〕瀧

本
和
成
著
『
森
鴎
外
現
代
小
説
の
世
界
』

べ
て
い
る
．
鴎
外
の
全
体
像
を
形
成
す
る
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
視
角
と
し

て
評
価
し
た
い
。

順
を
追
っ
て
見
て
い
こ
う
。
ま
ず
「
大
発
見
」
に
つ
い
て
「
日
本
に
自
然

主
義
の
運
動
が
興
っ
た
頭
初
で
（
中
略
）
さ
う
云
ふ
史
的
背
景
の
内
に
置
い

て
読
ま
な
け
れ
ば
本
当
の
面
白
味
の
生
じ
て
来
な
い
作
品
」
と
い
う
評
が
紹

介
さ
れ
て
い
る
。
鴎
外
の
現
代
小
説
に
は
、
こ
う
い
う
の
が
多
く
て
困
る
。

「
大
発
見
」
な
ど
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
、
発
表
か
ら
わ
ず
か
八
年
後
に

こ
の
評
が
出
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
今
日
で
は
、
こ
う
し
た
小
説

の
背
景
に
あ
る
も
の
を
探
る
に
は
、
か
な
り
の
文
学
的
知
識
が
い
る
。
た
と

え
ば
自
然
主
義
を
め
ぐ
る
当
時
の
作
家
た
ち
の
態
度
を
知
ら
な
い
と
、
同
じ

評
に
あ
る
（
自
然
主
義
に
た
い
す
る
）
「
骨
を
刺
す
や
う
な
（
中
略
）
一
流

の
皮
肉
」
な
ど
、
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
。
鴎
外
文
学
の
敬
遠
さ
れ
る
所
以

で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
文
芸
思
潮
を
国
家
の
文
化
を
構
成
す
る
重
要
な
要
素
と
考
え
、

自
分
の
期
待
す
る
思
潮
の
流
れ
を
醸
成
し
よ
う
と
、
ひ
た
す
ら
努
め
た
と
こ

ｷー ﾊ‘
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ろ
に
鴎
外
文
学
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
し
、
鴎
外
に
は
、
文
学
者
と

し
て
と
同
時
に
高
位
の
官
吏
と
し
て
、
一
国
の
文
化
に
責
任
を
も
た
れ
ば
と

い
う
意
識
が
強
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
．
こ
れ
は
鴎
外
に
限
ら
な
い
が
、
明
治

期
の
一
流
の
啓
蒙
家
が
抱
い
て
い
た
気
負
い
、
な
い
し
責
任
意
識
は
実
に
大

き
か
っ
た
。

し
て
み
る
と
、
自
然
主
義
と
対
決
す
る
た
め
に
こ
う
し
た
作
品
を
発
表
し
、

そ
の
た
め
に
小
説
と
し
て
は
文
壇
人
に
し
か
よ
く
分
か
ら
な
い
も
の
に
な
り
、

ま
し
て
年
月
が
経
つ
と
、
｜
般
の
読
者
に
は
い
よ
い
よ
意
味
が
分
か
ら
な
く

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
鴎
外
に
と
っ
て
は
名
誉
な
こ
と
な
の
か
も
知
れ
な

い
。
そ
れ
に
し
て
も
、
鴎
外
は
文
業
の
全
て
が
残
っ
て
い
る
か
ら
よ
い
。
正

当
な
評
価
を
受
け
る
こ
と
な
く
、
痕
跡
す
ら
消
さ
れ
か
か
っ
て
い
る
啓
蒙
家

が
ど
れ
く
ら
い
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。

ど
う
も
最
初
か
ら
脱
線
し
て
し
ま
っ
た
気
味
が
あ
る
。
要
す
る
に
、
文
学

的
知
識
が
な
い
と
十
分
に
鑑
賞
で
き
な
い
よ
う
な
作
品
を
多
く
残
し
た
こ
と

は
、
鴎
外
が
時
代
の
文
学
的
空
気
と
烈
し
く
切
り
結
ん
だ
こ
と
を
証
し
て
い

る
。
そ
の
切
り
結
び
を
、
著
者
は
ど
う
解
き
明
か
し
て
く
れ
て
い
る
か
。

「
大
発
見
」
は
ベ
ル
リ
ン
に
留
学
し
た
「
僕
」
が
日
本
の
ド
イ
ツ
駐
在
公

使
に
「
衛
生
学
を
修
め
に
来
ま
し
た
」
と
挨
拶
す
る
と
「
人
の
前
で
鼻
糞
を

ほ
じ
る
国
民
に
衛
生
も
何
も
あ
る
も
の
か
」
と
ど
や
し
つ
け
ら
れ
、
欧
羅
巴

人
を
見
習
え
と
教
え
ら
れ
る
。
僕
が
欧
羅
巴
人
を
観
察
し
、
彼
等
が
鼻
の
奥

が
む
ず
が
ゆ
く
な
っ
て
く
る
と
ハ
ン
ケ
チ
で
鼻
を
か
む
の
と
、
我
々
が
鼻
紙

を
使
う
の
と
、
ど
ち
ら
が
衛
生
的
か
と
考
え
た
り
し
て
い
る
う
ち
、
遂
に
芝

居
の
脚
本
で
鼻
を
ほ
じ
る
場
面
が
出
て
く
る
の
を
「
大
発
見
」
す
る
と
い
う

六
○

筋
書
き
で
あ
る
。
汚
ら
し
い
も
の
を
扱
っ
た
な
と
い
う
印
象
が
先
に
立
つ
。

何
か
の
風
刺
で
あ
ろ
う
と
見
当
は
つ
く
け
れ
ど
も
、
発
表
当
時
、
既
に
そ
の

寓
意
は
文
壇
人
に
し
か
分
か
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

さ
て
著
者
は
冒
頭
に
あ
る
「
発
見
」
「
発
明
」
の
語
の
意
味
を
め
ぐ
る
感

想
に
田
山
花
袋
へ
の
批
判
を
見
る
。
「
欧
羅
巴
人
が
鼻
糞
を
ほ
じ
る
か
ど
う

か
」
な
ど
と
い
う
頃
末
な
こ
と
に
僕
が
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
も
「
平
凡
墳
々
の

中
に
意
味
深
い
事
実
を
発
見
す
る
」
こ
と
を
主
張
し
た
花
袋
へ
の
皮
肉
と
し

て
い
る
。
ま
た
、
日
本
人
に
悪
罵
を
投
げ
つ
け
た
西
洋
崇
拝
者
の
青
木
周
蔵

公
使
を
も
風
刺
的
に
描
い
た
の
は
、
東
西
両
洋
の
文
化
に
立
脚
す
る
こ
と
を

理
想
と
す
る
自
分
の
立
場
に
根
底
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
る
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
従
来
「
看
過
さ
れ
て
き
た
作
品
」
で
あ
る
こ
の
小
説
が
、
小
品

で
は
あ
る
が
、
か
な
り
重
要
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
発
信
し
て
い
る
こ
と
が
示
唆

さ
れ
て
い
る
。

次
に
「
金
毘
羅
」
は
、
主
人
公
の
小
野
翼
博
士
が
琴
平
に
講
演
に
行
き
な

が
ら
金
毘
羅
さ
ん
に
は
詣
で
ず
に
帰
っ
た
途
端
、
二
人
の
子
供
の
急
病
に
直

面
す
る
。
鴎
外
の
愛
児
二
人
が
百
日
咳
か
ら
合
併
症
を
起
こ
し
て
、
二
男
は

亡
く
な
り
長
女
は
辛
う
じ
て
助
か
る
と
い
う
つ
ら
い
体
験
を
素
材
に
使
っ
て

お
り
、
鴎
外
に
す
れ
ば
力
を
入
れ
た
作
品
で
あ
ろ
う
．
医
師
か
ら
見
放
さ
れ

た
娘
が
牛
肉
と
葱
を
所
望
し
、
博
士
は
弱
り
切
っ
た
病
人
に
は
ど
う
か
と
思

わ
れ
る
よ
う
な
そ
の
料
理
を
食
べ
さ
せ
て
や
る
．
娘
は
次
第
に
回
復
し
、
奥

さ
ん
は
、
金
毘
羅
様
に
代
参
で
祈
祷
を
し
て
も
ら
っ
て
お
り
、
そ
の
お
か
げ

と
い
よ
い
よ
信
心
を
深
め
る
。

こ
の
小
説
に
竹
盛
天
雄
氏
は
『
迷
信
」
の
狂
熱
で
も
な
く
、
自
然
科
学



的
な
近
代
医
学
一
辺
倒
で
も
な
い
、
「
因
襲
』
や
『
杓
子
定
木
』
か
ら
解
放

さ
れ
た
状
況
へ
の
（
中
略
）
合
理
的
現
実
主
義
の
姿
勢
」
を
見
て
い
る
が
、

著
者
は
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
奥
さ
ん
の
信
心
の
描
き
方
に
鴎
外
の
プ
ラ
グ

マ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
認
識
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
認
識
は

「
一
つ
の
価
値
観
を
押
し
付
け
よ
う
と
す
る
社
会
・
国
家
権
力
に
対
し
て
批

判
精
神
と
な
り
得
る
も
の
を
包
含
し
て
い
る
」
と
述
・
へ
て
い
る
。
鴎
外
の
内

面
を
探
索
し
て
ゆ
く
著
者
の
努
力
の
一
端
を
こ
こ
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

ヲ
○
．

と
こ
ろ
で
、
娘
は
ど
う
せ
助
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
と
思
い
、
い
や
が
る
湿

布
を
、
も
う
し
な
い
で
下
さ
い
と
看
護
婦
に
頼
ん
だ
と
こ
ろ
、
娘
の
方
か
ら

「
し
て
え
」
と
望
み
、
「
し
な
い
と
直
ら
な
い
か
ら
」
と
は
っ
き
り
言
っ
た
”

「
博
士
夫
婦
は
は
っ
と
思
っ
た
」
。
小
説
の
中
で
、
こ
の
辺
は
生
彩
が
あ
る
。

長
女
の
容
態
を
め
ぐ
る
実
際
の
経
過
に
は
安
楽
死
の
問
題
が
含
ま
れ
て
お
り
、

そ
れ
が
筆
の
運
び
に
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
与
え
て
い
る
面
も
あ
る
の
だ
ろ
う
。

湿
布
を
し
て
と
言
う
く
だ
り
は
、
博
士
の
方
か
ら
は
娘
が
回
復
し
て
ゆ
く
分

岐
点
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
、
る
に
過
ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
幼
い

者
の
生
命
力
が
近
代
医
学
に
よ
る
権
威
あ
る
断
定
を
覆
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
に

感
動
的
な
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
の
描
写
自
体
が
近
代
科
学
へ
の
痛
烈
な
風
刺

と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
知
が
勝
っ
て
情
の
欠
け
た
小
野
博
士
と

素
朴
な
幼
な
児
の
対
比
と
い
う
面
で
も
面
白
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
．

「
里
芋
の
芽
と
不
動
の
目
」
は
、
鴎
外
に
し
て
は
珍
し
く
工
場
経
営
者
を

主
人
公
に
し
た
小
説
で
あ
る
。
ス
ト
ラ
イ
キ
の
頻
発
な
ど
、
労
働
問
題
が
社

会
の
関
心
を
呼
ぶ
中
で
、
わ
が
国
初
の
労
働
者
保
護
法
と
し
て
工
場
法
が
制

定
さ
れ
た
。
そ
の
法
案
作
成
に
中
央
衛
生
会
委
員
と
し
て
鷆
外
自
身
が
深
く

か
か
わ
っ
た
経
験
が
こ
こ
に
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
諸
家
が
説
い
て
い
る
㈹

立
法
化
の
過
程
で
鴎
外
が
ど
ん
な
意
見
を
述
べ
た
の
か
が
は
っ
き
り
し
な
い

の
だ
が
、
た
と
え
ば
竹
盛
氏
は
、
主
人
公
の
心
構
え
を
、
独
善
的
な
利
己
追

求
で
は
な
く
「
結
果
的
に
は
利
他
的
に
作
用
す
る
自
律
」
を
め
ざ
す
も
の
と

し
、
職
工
の
賃
銀
の
決
め
方
に
も
、
高
尚
な
理
論
に
も
目
を
配
っ
た
上
で
の

合
理
主
義
が
貫
か
れ
て
い
る
と
し
て
、
こ
こ
に
鴎
外
の
立
場
が
あ
る
と
述
べ

て
い
る
。

著
者
は
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
、
鴎
外
の
日
記
な
ど
か
ら
、
十
六
歳
未
満
の

男
子
と
一
般
女
子
の
労
働
時
間
を
十
二
時
間
に
制
限
し
た
条
項
に
つ
い
て
は
、

と
く
に
鴎
外
の
意
見
が
強
く
反
映
さ
れ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
中
村

文
雄
氏
が
、
政
府
の
工
場
法
制
定
の
本
音
は
社
会
主
義
者
の
勢
力
を
削
減
し
、

ま
た
結
核
蔓
延
に
よ
る
兵
士
の
調
達
の
困
難
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に

あ
っ
た
と
し
て
、
官
僚
派
の
頂
点
に
い
る
山
県
有
朋
の
内
意
を
鴎
外
が
受
け

て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
み
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
、
「
鴎
外
は
衛
生
学
の

専
門
家
と
し
て
、
工
場
法
案
の
不
備
を
指
摘
し
た
と
い
う
見
方
が
で
き
る
」

と
述
べ
て
い
る
。
中
村
氏
の
立
論
へ
の
や
ん
わ
り
し
た
反
論
と
み
て
よ
い
。

こ
の
工
場
法
問
題
に
限
ら
ず
、
所
論
を
正
面
切
っ
て
申
し
述
べ
る
よ
り
、
む

し
ろ
控
え
目
に
語
る
の
が
著
者
の
姿
勢
の
よ
う
で
あ
る
。
手
堅
い
の
だ
ろ
う

が
、
も
ど
か
し
い
気
が
し
な
い
で
も
な
い
。

「
沈
黙
の
塔
」
は
、
東
京
朝
日
新
聞
に
十
四
回
に
わ
た
っ
て
連
載
さ
れ
た

一
危
険
な
る
洋
書
」
で
多
数
の
外
国
作
家
と
と
も
に
日
本
の
作
家
が
悪
意
を

も
っ
て
と
り
あ
げ
ら
れ
、
鴎
外
の
名
も
槍
玉
に
あ
が
っ
た
こ
と
を
契
機
に
、

一

ノ 、



そ
れ
へ
の
批
判
と
し
て
執
筆
さ
れ
た
。
個
人
的
な
反
駁
に
と
ど
ま
ら
ず
、

皮
相
的
な
言
論
取
締
り
へ
の
批
判
に
な
っ
て
お
り
、
「
大
逆
事
件
後
の
反
動

的
な
言
論
弾
圧
の
な
か
で
学
問
と
芸
術
の
重
要
性
と
自
律
性
を
訴
え
る
鴎
外

の
意
志
表
明
で
あ
っ
た
」
と
著
者
は
述
べ
る
。

た
し
か
に
「
危
険
な
る
洋
書
」
で
は
鴎
外
は
風
俗
を
乱
す
も
の
と
し
て
非

難
を
受
け
て
い
る
の
だ
が
、
鴎
外
は
風
俗
壊
乱
も
安
寧
素
乱
も
一
緒
く
た
に

す
る
記
者
の
論
旨
を
い
わ
ば
逆
手
に
と
っ
て
、
社
会
主
義
弾
圧
に
も
批
判
の

矢
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
著
者
は
、
た
と
え
ば
「
軍
医
総
監
た
る
鴎
外

と
し
て
は
こ
れ
が
精
一
杯
の
批
判
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
」
（
生
松
敬
三
氏
）

と
い
っ
た
論
評
よ
り
、
も
っ
と
、
こ
の
と
き
の
鴎
外
の
態
度
を
高
く
評
価
し

て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、
総
監
の
顕
職
に
あ
る
こ
と
が
身
を
し
ば
っ

て
い
た
反
面
、
鴎
外
の
内
面
に
お
い
て
は
、
そ
の
こ
と
が
国
家
の
文
教
政
策

に
対
す
る
責
任
を
意
識
さ
せ
、
こ
う
し
た
意
志
表
明
を
さ
せ
た
面
が
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
、
著
者
の
教
示
を
仰
ぎ
た
い
も
の
で
あ
る
。

連
載
開
始
か
ら
完
結
ま
で
四
年
か
か
っ
た
「
雁
」
は
、
小
説
ら
し
い
結
構

が
よ
く
整
っ
て
お
り
、
鴎
外
の
作
品
の
中
で
は
今
日
で
も
よ
く
読
ま
れ
る
方

で
あ
ろ
う
。
古
い
風
景
画
を
見
る
よ
う
な
一
種
の
懐
か
し
い
情
緒
が
、
こ
の

小
説
全
体
に
漂
っ
て
い
る
．
そ
れ
は
、
三
十
年
以
上
も
前
の
明
治
十
三
年
の

本
郷
・
上
野
・
神
田
界
隈
と
い
う
形
で
、
出
来
事
の
あ
っ
た
時
代
と
場
所
が

語
り
手
に
よ
っ
て
い
わ
ば
額
縁
に
入
れ
ら
れ
、
さ
ら
に
山
手
と
下
町
の
境
目

に
沿
っ
て
ス
ト
ー
リ
ー
が
展
開
し
て
ゆ
く
と
い
う
巧
み
な
舞
台
設
定
に
よ
る

こ
と
を
、
著
者
の
指
摘
で
改
め
て
気
づ
か
さ
れ
た
。

著
者
は
こ
こ
で
、
ヒ
ロ
イ
ン
お
玉
の
自
我
意
識
の
目
覚
め
の
過
程
と
岡
田

へ
の
恋
情
を
観
察
し
、
偶
然
の
小
さ
な
出
来
事
の
た
め
に
、
お
玉
が
恋
を
打

ち
明
け
る
機
会
を
永
久
に
失
う
顛
末
を
検
討
す
る
。

諸
家
が
お
お
む
ね
こ
の
作
品
の
主
題
を
「
近
代
日
本
に
お
け
る
〈
青
春
〉

も
し
く
は
〈
恋
愛
〉
の
不
在
」
と
い
う
視
点
か
ら
「
恨
み
」
「
怨
念
」
あ
る

い
は
「
寂
し
さ
」
と
集
約
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
著
者
は
「
近
代
日
本
の

恋
愛
も
し
く
は
青
春
は
、
明
治
の
現
実
に
お
い
て
そ
う
し
た
形
で
し
か
存
在

し
な
か
っ
た
の
だ
と
訴
え
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
論
じ
る
。
お
玉

は
「
そ
の
よ
う
な
形
で
の
自
我
へ
の
覚
醒
と
、
ま
た
そ
こ
か
ら
踏
み
に
じ
ら

れ
て
ゆ
く
他
な
い
現
実
の
あ
り
よ
う
と
し
て
、
形
象
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
鴎
外
は
現
代
小
説
に
お
い
て
、
社
会
に
毅
然
と
し
て

挑
む
生
き
方
で
は
な
く
、
と
い
っ
て
近
代
社
会
に
呑
み
込
ま
れ
て
ゆ
く
悲
惨

な
生
活
で
も
な
く
「
明
治
と
い
う
時
代
の
そ
の
非
情
な
世
界
に
身
を
晒
し
つ

つ
、
な
お
人
間
的
な
も
の
を
失
わ
な
い
も
の
の
存
在
」
を
描
こ
う
と
し
た
の

だ
と
強
調
し
、
「
そ
こ
に
、
現
実
と
し
て
は
困
難
な
状
況
の
下
に
、
な
お
か

つ
そ
の
存
在
を
求
め
て
や
ま
な
い
鴎
外
森
林
太
郎
の
姿
が
み
え
て
く
る
」
と

述
べ
て
い
る
。

こ
こ
ま
で
来
て
、
楽
観
せ
ず
、
悲
観
も
せ
ず
、
ひ
た
す
ら
人
間
的
な
も
の

を
求
め
て
ゆ
く
鴎
外
の
姿
を
、
著
者
が
、
他
の
四
十
年
代
の
現
代
小
説
に
も
、

濃
淡
の
差
は
あ
っ
て
も
、
見
出
し
て
い
る
、
も
し
く
は
見
出
そ
う
と
し
て
い

る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
新
た
な
、
そ
し
て
豐
か
な
鴎

外
像
の
形
成
へ
つ
な
が
る
道
で
あ
ろ
う
と
期
待
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
。

（
和
泉
書
院
一
九
九
五
年
十
月
二
○
四
ペ
ー
ジ
二
五
七
五
円
）

（
ま
つ
む
ら
。
ひ
ろ
し
四
天
王
寺
国
際
仏
教
大
学
教
授
）
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