
資
料
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
こ
ろ
か
ら
は
捉
え
が
た
い
、

ら
そ
の
実
態
を
見
出
し
た
い
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
オ
ー
ラ
ル
な
神
話
を
、

書
名
に
あ
る
よ
う
に
あ
え
て
「
声
の
神
話
」
と
呼
ぶ
の
は
、
「
文
字
化
さ
れ
、

で
も
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
著
者
が
解
明
し
よ
う
と
す
る
の
は
「
声
に

よ
っ
て
発
せ
ら
れ
伝
承
さ
れ
る
神
話
の
生
成
・
流
動
す
る
様
相
や
は
た
ら

き
」
（
同
）
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
声
を
発
す
る
人
や
社
会
と
の
関
わ
り
か

が
き
」
二
七
一
頁
）
か
ら
だ
と
述
べ
て
い
る
。
後
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
神

話
を
伝
え
る
人
々
や
社
会
を
重
視
す
る
姿
勢
は
、
そ
れ
が
著
者
の
研
究
方
法

神
話
を
「
地
域
に
生
き
て
い
る
人
々
や
現
実
の
社
会
に
で
き
る
だ
け
近
づ
き
、

そ
の
な
か
に
身
を
置
く
よ
う
な
か
た
ち
で
感
じ
、
考
え
て
み
た
と
（
「
あ
と

本
書
は
、
奄
美
沖
縄
の
「
声
の
神
話
」
の
実
態
を
報
告
し
、
そ
の
生
成
を

究
明
す
る
十
二
編
の
論
文
か
ら
成
る
。
そ
れ
ら
は
長
年
に
わ
た
る
現
地
調
査

か
ら
生
み
出
さ
れ
た
論
考
（
未
発
表
一
編
を
含
む
）
で
あ
り
、
伝
承
者
へ
の

地
道
で
丹
念
な
聞
き
取
り
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。

著
者
は
、

こ
こ
十
五
、

〔
書
評
〕

真
下
厚
箸
「
声
の
神
話
ｌ
奄
美
・
沖
縄
の
島
じ
ま
か
ら
」

民
話
調
査
で
は
じ
め
て
奄
美
・
沖
縄
の
島
々
を
訪
れ
、

六
年
は
年
に
数
回
通
っ
て
い
る
と
い
う
。
そ
れ
は
奄
美
沖
縄
の

真
下
厚
署
「
声
の
神
話
１
１
奄
美
・
沖
縄
の
島
じ
ま
か
ら
」

声
と
し
て
発
せ
ら
れ

さ
ら
に

奄
て
い
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
奄
美
沖
縄
で
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
通

し
て
膨
大
な
「
民
間
神
話
」
「
民
間
説
話
」
に
出
会
っ
た
著
者
は
、
そ
の
先

行
研
究
を
十
分
に
踏
ま
え
な
が
ら
、
「
声
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
こ
と
ば
の
わ

ざ
」
の
あ
り
よ
う
に
分
け
入
っ
て
「
声
の
神
話
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
と
ら

え
る
に
至
っ
た
こ
と
に
な
る
。

の
研
究
』
一
九
九
一
一
年
）
。
「
声
の
神
話
」
の
概
念
は
、
こ
の
よ
う
な
「
民
間

神
話
」
の
存
在
と
そ
の
研
究
に
大
き
な
影
響
を
受
け
る
こ
と
で
形
づ
く
ら
れ

南
島
に
お
け
る
「
民
間
神
話
」
「
民
間
説
話
」
を
論
じ
て
い
る
ｓ
南
島
説
話

る
こ
と
ば
の
わ
ざ
を
捉
え
、
そ
れ
を
発
す
る
人
と
の
関
わ
り
を
考
え
よ
う
」

（
同
）
と
い
う
意
図
か
ら
で
あ
る
。

奄
美
・
沖
縄
の
昔
話
調
査
を
し
は
じ
め
た
著
者
は
、
そ
こ
に
民
間
巫
者
が

伝
承
す
る
神
々
の
物
語
、
す
な
わ
ち
山
下
欣
一
氏
が
提
示
し
た
「
民
間
説
話
」

ｓ
奄
美
説
話
の
研
究
』
一
九
七
八
年
）
や
「
民
間
神
話
」
言
南
島
民
間
神
話

の
研
究
』
二
○
○
三
年
）
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
知
る
。
著
者
の
恩
師
で
、

本
書
の
内
容
紹
介
も
兼
ね
て
目
次
を
掲
げ
て
お
こ
う
。

九
七
○
年
代
か
ら
南
島
の
昔
話
調
査
を
続
け
て
い
る
福
田
晃
氏
も
ま
た
、

居
駒
永
幸

一
○
七



「
声
の
神
話
」
の
学
的
定
位
を
目
指
す
本
書
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
著

者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
軌
跡
と
思
索
の
過
程
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。

も
っ
と
も
早
い
時
期
の
論
文
は
、
第
二
部
の
第
一
章
を
除
く
三
編
で
、
「
初

出
一
覧
」
に
よ
れ
ば
一
九
八
○
年
代
前
半
に
書
か
れ
た
、
著
者
の
民
話
調
査

に
よ
る
成
果
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
は
、
宮
古
島
に
伝
承
さ
れ
る
民
話
の
い

第
一
部
声
の
神
話
を
め
ぐ
っ
て

第
一
章
声
の
神
話
の
生
態
ｌ
宮
古
諸
島
か
ら
の
素
描
’

第
二
章
声
の
神
話
の
形
態
ｌ
奄
美
・
沖
縄
の
呪
詞
と
説
話
’

第
三
章
声
の
神
話
の
表
現
ｌ
宮
古
島
の
呪
詞
・
説
話
か
ら
’

第
四
章
声
の
神
話
の
地
域
性
Ｉ
奄
美
・
沖
縄
の
呪
詞
を
め
ぐ
っ
て
’

第
二
部
説
話
の
伝
播
と
伝
承

第
四
章
艶
笑
譲
の
伝
播
と
変
容
ｌ
奄
美
・
沖
縄
の
鱒
女
房
讃
を
め
ぐ

っ
て
’

第
三
部
一
戸
の
神
話
の
社
会

第
一
章
神
役
・
巫
者
と
声
の
神
話
ｌ
宮
古
諸
島
か
ら
’

第
二
章
女
性
神
役
の
人
生
史
ｌ
伊
良
部
島
・
竹
富
島
の
女
性
た
ち
’

第
三
章
女
性
神
役
の
就
任
と
社
会
ｌ
竹
富
島
の
カ
ン
ッ
ヵ
サ
た
ち
’

第
四
章
祭
祀
と
芸
能
ｌ
宮
古
・
八
重
山
の
祭
祀
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

第
一
章
奄
美
・
沖
縄
地
方
の
民
話
の
特
質
Ｉ
〈
島
〉
の
文
化
’

第
二
章
始
祖
神
話
伝
承
の
形
成
ｌ
宮
古
島
上
比
屋
御
嶽
伝
承
を
め
ぐ

第
三
章
神
婚
神
話
伝
承
の
形
成
ｌ
宮
古
島
脹
水
御
嶽
伝
承
を
中
心
に
Ｉ

っ
て
Ｉ

く
っ
か
が
御
嶽
由
来
説
話
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
の
類
話
と

の
比
較
・
分
析
の
方
法
を
通
し
て
、
い
か
な
る
伝
播
と
変
容
を
経
て
御
嶽
伝

承
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
か
と
い
う
点
を
解
き
明
か
そ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
伝
播
の
観
点
と
し
て
は
本
土
説
話
と
の
交
流
が
視
野
に
入
っ
て
く

笑
謬
と
の
類
似
性
か
ら
、
著
者
は
「
民
話
に
お
け
る
『
海
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
』
」

（
八
○
頁
）
を
指
摘
す
る
。
南
島
説
話
の
一
つ
の
素
材
源
を
突
き
止
め
た
、

と
言
え
る
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
伝
播
経
路
の
一
端
が
明
ら
か
に

な
っ
た
と
は
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
著
者
は
、
御
嶽
伝
承
の
形
成
に
、

「
神
役
た
ち
を
中
心
と
し
て
そ
の
始
源
た
る
神
々
の
世
界
に
思
い
を
寄
せ
る

島
ぴ
と
た
ち
の
心
意
」
（
二
一
一
頁
）
を
見
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

る
が
、
十
八
世
紀
に
壱
岐
で
書
か
れ
た
「
神
国
愚
童
随
筆
」
と
宮
古
島
の
艶

は
奄
美
沖
縄
へ
の
著
者
独
自
の
ま
な
ざ
し
で
あ
り
、
本
書
の
テ
ー
マ
は
そ
の

よ
う
な
視
点
に
お
い
て
必
然
的
に
導
か
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

第
三
部
の
諸
編
は
、
「
声
の
神
話
」
の
伝
承
者
で
あ
る
神
役
・
巫
者
と
そ

の
社
会
へ
の
視
点
か
ら
書
か
れ
た
論
で
あ
る
。
特
に
第
一
章
で
は
、
杣
役
・

巫
者
の
神
秘
体
験
と
神
話
と
の
関
わ
り
を
追
究
し
、
「
声
の
神
話
」
の
生
成

の
現
場
に
迫
ろ
う
と
す
る
。
そ
の
論
の
中
で
、
宮
古
島
の
神
役
で
あ
る
ユ
ー

ザ
ス
や
ア
ブ
ン
マ
が
日
光
感
精
神
話
や
神
婚
神
話
に
似
た
神
秘
体
験
を
す
る

こ
と
に
注
目
し
、
「
神
話
か
ら
神
秘
体
験
へ
」
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
指
摘
す

る
。
ま
た
、
巫
者
で
あ
る
カ
ン
カ
カ
リ
ャ
ー
に
、
「
神
秘
体
験
か
ら
神
話
Ｃ

と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
あ
て
は
ま
る
比
嘉
ト
ヨ
さ
ん
の
よ
う
な
例
が
あ
る
こ
と

を
紹
介
し
、
巫
者
が
自
ら
の
神
秘
体
験
に
意
味
づ
け
す
る
こ
と
で
神
話
が
生

成
さ
れ
る
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

一
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か
し
、
冒
頭
に
触
れ
た
「
地
域
に
生
き
て
い
る
人
と
を
通
し
て
考
え
よ
う
と

で
始
ま
り
、

と
い

い
、

い
う
問
題
」
（
二
四
五
頁
）
な
の
だ
と
い
う
。

こ
の
よ
う
に
第
三
部
で
は
、
神
役
・
巫
者
の
社
会
的
存
在
に
著
者
の
関
心

が
向
か
っ
て
い
る
。
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
と
い
い
、
社
会
的
認
知
シ
ス
テ
ム

る
。
そ
れ
は

神
に
選
ば
れ
た
こ
と
を
示
す
し
る
し
と
権
威
あ
る
判
断
が
必
要
で
あ
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
オ
ン
ビ
（
氏
子
）
の
承
認
が
得
ら
れ
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
で
あ

通
し
て
一
人
ひ
と
り
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。
そ

の
上
で
、
女
性
神
役
の
就
任
が
社
会
に
認
知
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
に
つ
い
て
も

論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
女
性
神
役
の
就
任
に
は

こ
の
よ
う
な
神
役
・
巫
者
の
神
秘
体
験
に
「
声
の
神
話
」
の
発
生
を
見
る
著

者
の
立
場
は
、
豊
富
な
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
事
例
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
で

説
得
力
を
も
つ
。

－
ズ
ァ
ッ
プ
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
著
者
は
さ
ら
に
伊
良
部
島
の
カ
カ
ラ
ン
マ

や
竹
富
島
の
カ
ン
ッ
ヵ
サ
と
い
う
女
性
神
役
に
照
明
を
あ
て
、
聞
き
書
き
を

人
と
も
言
う
が
、
そ
れ
は
神
と
交
感
し
一
体
化
で
き
る
人
の
こ
と
な
の
だ
と

そ
の
時
実
感
し
た
。
カ
ン
カ
カ
リ
ヤ
ー
は
神
と
触
れ
合
う
こ
と
を
契
機
と
し

て
神
の
人
に
な
り
、
神
が
教
え
る
話
と
し
て
の
神
話
を
語
れ
る
よ
う
に
な
る
。

比
嘉
さ
ん
に
は
私
も
話
を
聞
か
せ
て
も
ら
っ
た
が
、
宮
古
島
の
創
世
神
話

や
嶺
の
上
で
宮
古
島
の
創
造
神
が
体
に
乗
り
移
っ
て
き
た
と
い
う
体
験
談
に

は
鮮
烈
な
印
象
を
受
け
た
。
宮
古
島
で
は
カ
ン
カ
カ
リ
ャ
ー
の
こ
と
を
神
の

「
声
の
神
話
」

一
見
す
る
と
文
化
人
類
学
や
社
会
学
の
問
題
の
よ
う
に
思
え
る
。

真
下
厚
箸
「
声
の
神
話
１
１
奄
美
・
沖
縄
の
島
じ
ま
か
ら
』

「
彼
女
た
ち
の
不
思
議
な
体
験
が
い
か
に
社
会
化
さ
れ
る
か
と

に
関
わ
る
神
役
・
巫
者
の
存
在
と
そ
の
神
秘
体
験
が
ク
ロ

し
も
の
と
し
て
直
接
に
発
し
手
や
聴
き
手
に
は
た
ら
き
か
け
て
く
る
も
の
な
の

で
あ
る
」
（
’
二
頁
）
と
述
べ
、
声
の
神
話
の
位
相
あ
る
い
は
権
威
に
つ
い

「
声
の
表
現
方
法
と
そ
の
意
識
と
い
う
テ
ー
マ
」
（
五
頁
）
が
あ
る
と
す
る
。

神
役
・
巫
者
が
発
す
る
神
話
や
神
秘
体
験
が
そ
の
身
体
を
共
鳴
さ
せ
て
朗
調

さ
れ
る
と
き
、
「
声
の
神
話
は
、
文
字
で
書
か
れ
た
神
話
以
上
に
、
力
あ
る

て
言
及
す
る
。

確
か
に
ダ
ー
ビ
や
フ
サ
を
聞
い
て
い
る
と
、
最
初
は
く
ぐ
も
っ
た
低
い
声

れ
る
。
著
者
は
、
「
声
の
神
話
の
生
態
」
に
つ
い
て
、
宮
古
島
狩
俣
の
ダ
ー

ビ
や
フ
サ
の
呪
詞
を
取
り
上
げ
、
発
声
の
し
か
た
が
一
様
で
な
い
と
こ
ろ
に

著
者
は
「
声
の
神
話
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
様
相
は
文
献
神
話
を
文
字
で
読

む
だ
け
で
は
捉
え
が
た
と
と
し
、
「
発
生
・
伝
承
・
流
動
す
る
声
の
神
話
」

の
生
態
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
文
献
神
話
を
相
対
化
す
る
」

（
三
頁
）
こ
と
を
意
図
す
る
。
そ
の
「
声
の
神
話
」
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
、

「
生
態
」
「
形
態
」
「
表
現
」
「
地
域
性
」
と
い
う
多
角
的
視
点
か
ら
と
ら
え
ら

第
二
・
三
部
を
概
観
し
た
後
に
第
一
部
に
触
れ
る
こ
と
は
、
む
し
ろ
本
書
の

本
書
の
中
心
的
な
論
考
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

が
悪
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
必
ず
し
も
そ
う
と
ば
か
り
は
言
え
な
い
。

す
べ
て
の
タ
イ
ト
ル
に
「
声
の
神
話
」
の
語
を
冠
す
る
よ
う
に
、
第

テ
ー
マ
を
よ
く
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
言
え
よ
う
。

度
に
わ
た
る
聞
き
書
き
は
、
著
者
の
信
念
と
熱
意
を
感
じ
さ
せ
て
余
り
あ
る
。

最
後
に
第
一
部
を
取
り
上
げ
る
。
書
評
の
順
序
と
し
て
は
は
な
は
だ
首
尾

す
る
著
者
の
姿
勢
か
ら
は
必
然
的
な
課
題
な
の
で
あ
っ
て
、

途
中
か
ら
だ
ん
だ
ん
高
揚
し
て
大
き
な
高
い
声
に
な
る
と
い
う

女
性
神
役
へ
の
数

工
な
い
。
諸
論

塒
第
一
部
は

し
た
が
っ
て
、
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声
の
変
化
が
あ
る
。
し
か
も
草
冠
で
頭
部
を
覆
い
、
朗
調
す
る
際
、
木
の
葉

の
つ
い
た
杖
で
地
面
を
衝
い
た
り
、
葉
を
揺
ら
し
た
り
す
る
女
性
神
役
も
い

る
。
そ
の
と
き
の
声
と
所
作
は
神
を
現
前
さ
せ
る
力
が
あ
り
、

圧
倒
さ
れ
る
。
著
者
が
こ
の
よ
う
な
リ
ア
ル
な
「
声
の
神
話
」

示
し
た
こ
と
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
た
だ
、
「
声
の
神
話
」
と
い
う
テ
ー

マ
に
対
す
る
期
待
か
ら
す
れ
ば
、
「
声
」
が
ど
の
よ
う
な
表
現
の
特
質
を
も

た
ら
す
の
か
と
い
う
音
声
神
話
の
表
現
論
を
も
っ
と
知
り
た
か
っ
た
思
い
が

残
る
。
同
時
に
、
ど
の
よ
う
に
文
献
神
話
を
相
対
化
す
る
こ
と
が
可
能
に
な

る
の
か
と
い
う
視
点
か
ら
、
音
声
と
文
字
の
テ
キ
ス
ト
論
に
も
言
及
が
あ
れ

ば
も
っ
と
理
解
で
き
た
だ
ろ
う
。
「
声
の
神
話
」
の
身
体
性
に
つ
い
て
は
著

者
も
触
れ
て
い
る
が
、
「
懐
か
し
い
身
体
を
瞬
時
に
現
前
さ
せ
る
の
が
声
な

号
、
二
○
○
四
年
三
’
四
月
）
と
い
う
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
身

の
だ
。
そ
れ
に
た
い
し
て
書
字
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
は
、
身
体
の
不
在
を
前
提

と
す
る
」
（
石
光
泰
男
「
浄
瑠
璃
に
お
け
る
声
と
音
」
『
文
学
」
第
五
巻
第
二

体
と
身
体
の
不
在
と
い
う
表
現
論
理
の
問
題
が
あ
る
。

第
一
部
で
の
著
者
の
主
張
で
重
要
な
こ
と
は
、
「
声
の
神
話
」
に
は
「
祭

儀
の
中
心
で
朗
詞
さ
れ
る
特
別
な
韻
律
を
も
つ
呪
詞
と
し
て
の
神
話
と
祭
儀

の
周
辺
ま
た
は
外
側
で
話
さ
れ
る
説
話
と
し
て
の
神
話
」
（
三
七
頁
）
の
二

面
性
を
指
摘
す
る
点
で
あ
る
。
か
つ
て
古
橋
信
孝
氏
は
、
祭
式
の
場
で
う
た

わ
れ
る
「
神
謡
」
と
祭
式
の
外
に
あ
る
説
明
と
し
て
の
「
神
話
」
と
い
う
概

念
を
立
て
た
（
「
古
代
歌
謡
論
』
一
九
八
二
年
）
。
著
者
は
そ
れ
に
対
し
て
、

祭
儀
周
辺
の
説
話
は
「
固
有
の
表
現
・
叙
述
に
従
っ
て
伝
承
さ
れ
て
ゆ
く
も

の
」
（
三
一
頁
）
と
し
、
そ
こ
に
自
立
性
や
固
有
性
を
認
め
て
い
る
。
な
ぜ

聞
い
て
い
て

の
生
態
を
提

な
ら
著
者
は
、
神
一
謡
の
説
明
と
し
て
の
神
話
で
は
な
く
、
「
説
話
か
ら
呪
詞

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
著
者
の
見
解
は
、
奄
美
沖
縄
の
神
歌
と
神
話
の
研

究
に
資
す
る
と
こ
ろ
大
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
今
後
さ
ら
な
る
検
証

と
討
論
が
巻
き
起
こ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
奄
美
沖
縄
の
「
声
の
神
話
」
の
実
態
と

へ
の
過
程
を
た
ど
っ
た
と
推
定
」
（
同
）
す
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
周

辺
地
域
の
説
話
形
態
の
神
話
が
流
入
し
、
「
そ
の
よ
う
な
も
の
を
素
材
と
し

つ
つ
、
祭
儀
の
な
か
で
朗
調
す
る
呪
詞
が
生
み
出
さ
れ
」
（
同
）
た
と
す
る

生
成
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
大
き
な
視
野
か
ら
の
長
年
の
調
査
に
よ
っ

て
そ
れ
は
可
能
に
な
っ
た
。
調
査
が
奄
美
沖
縄
全
体
に
及
ぶ
こ
と
は
驚
く
ば

か
り
で
あ
る
が
、
著
者
と
伝
承
者
や
地
元
研
究
者
と
の
深
い
交
流
が
そ
の
研

究
に
厚
み
を
加
え
て
い
る
。
さ
ら
に
驚
く
こ
と
に
、
著
者
は
も
う
一
冊
の
研

究
書
『
万
葉
歌
生
成
論
』
（
三
弥
井
書
店
）
を
本
書
と
同
時
期
に
上
梓
し
て

い
る
。
そ
の
第
一
部
「
万
葉
歌
と
声
の
世
界
」
の
諸
論
を
も
併
読
す
る
こ
と

で
、
本
書
の
理
解
は
一
層
深
ま
る
に
ち
が
い
な
い
。

本
書
が
奄
美
沖
縄
の
神
話
伝
承
の
研
究
に
新
た
な
地
平
を
開
い
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
本
書
に
よ
っ
て
奄
美
沖
縄
の
民
間
文
芸
研
究
は
、
調
査
と
採

集
か
ら
方
法
論
に
移
っ
た
と
い
う
感
を
強
く
す
る
。
著
者
の
エ
ネ
ル
ギ
ッ
シ

展
開
を
待
望
し
な
が
ら
読
ん
だ
次
第
で
あ
る
。

（
二
○
○
三
年
九
月
一
五
日
瑞
木
書
房
刊
二
七
七
頁

本
体
価
格
三
九
○
○
円
）

伝
こ
ま
・
な
が
ゆ
き
明
治
大
学
教
授
）

ュ
な
研
究
は
、
さ
ら
に
ど
の
よ
う
な
成
果
を
見
せ
て
く
れ
る
の
か
。
次
な
る ○




