
〈
等
身
大
〉
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る

本
書
に
は
、
著
者
田
口
道
昭
氏
が
研
究
者
と
し
て
活
躍
を
始
め
た
一
九
八

九
年
発
表
の
論
文
「
中
野
重
治
の
啄
木
論
」
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
の
二
八

年
間
、
石
川
啄
木
に
関
す
る
研
究
の
成
果
を
ま
と
め
た
二
四
編
の
論
文
が
収

め
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
第
一
部
は
、
八
編
の
論
文
を
収
め
た
「
啄
木
と
日
本
自
然
主
義
」
で

あ
る
。
今
日
の
一
般
的
な
文
学
史
の
本
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
点
に
ま
で
論
述

さ
れ
る
こ
と
が
少
な
い
の
で
あ
る
が
、
当
時
の
自
然
主
義
文
学
は
、
単
な
る

文
学
潮
流
と
し
て
だ
け
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
お
の
れ
の
文
学
・
芸
術
観

と
か
ら
め
て
そ
こ
に
い
か
に
生
き
る
か
と
い
う
哲
学
的
な
問
題
を
め
ぐ
っ

て
、
い
わ
ゆ
る
〈
芸
術
と
実
行
〉
の
問
題
と
し
て
、
多
く
の
作
家
・
評
論
家

た
ち
を
巻
き
込
ん
で
当
時
盛
ん
な
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
中

学
を
中
退
し
、
故
郷
を
追
わ
れ
、
家
族
を
抱
え
職
も
定
ま
ら
な
い
、
放
蕩
に

身
を
持
ち
崩
し
な
が
ら
、
文
学
者
と
実
生
活
者
と
い
う
、
こ
の
「
二
重
の
生

活
」
を
い
か
に
統
一
し
て
い
く
か
に
苦
闘
し
な
が
ら
こ
の
論
争
に
加
わ
っ
て

い
っ
た
啄
木
の
姿
が
、
評
論
を
中
心
と
し
た
考
察
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
く

の
で
あ
る
。

そ
の
延
長
線
上
に
、
短
歌
や
詩
に
ど
う
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
っ
た
か
を
論

く
だ
り

証
し
た
件
に
は
、
著
者
の
鋭
い
考
察
が
生
き
て
い
る
点
が
随
所
に
見
ら
れ
、

本
書
の
魅
力
と
も
な
っ
て
い
る
部
分
で
あ
ろ
う
。
詳
し
い
内
容
は
本
書
を
お

読
み
い
た
だ
く
と
し
た
い
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
一
例
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

東
海
の
小
島
の
磯
の
白
砂
の

わ
れ
泣
き
ぬ
れ
て

蟹
と
た
は
む
る

こ
の
有
名
な
『
一
握
の
砂
』
の
冒
頭
の
歌
に
、「〈
外
部
〉
を
閉
ざ
さ
れ
た

青
年
た
ち
の
〈
閉
塞
状
況
〉」（
第
二
部
二
章
（「『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
ま

で
」）
を
読
み
と
り
、
二
重
生
活
の
統
一
に
苦
闘
し
た
啄
木
自
身
の
ど
う
に

も
な
ら
な
い
閉
塞
感
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
は
、
著
者
の
読
み
の
見
事
さ
が
際

立
っ
て
い
る
部
分
で
も
あ
る
と
思
う
。

〔
書
評
〕

田
口
道
昭
著
『
石
川
啄
木
論
攷

青
年
・
国
家
・
自
然
主
義
』

水

野

洋
五
二



そ
う
し
た
〈
芸
術
と
実
行
〉
論
争
の
過
程
を
た
ど
り
、
国
木
田
独
歩
、
島

村
抱
月
、
長
谷
川
天
渓
、
田
山
花
袋
、
岩
野
泡
鳴
、
高
山
樗
牛
、
田
中
王

堂
、
近
松
秋
江
ほ
か
、
同
時
代
の
数
多
く
の
文
学
者
た
ち
と
の
か
か
わ
り
を

み
な
が
ら
、
彼
ら
と
の
比
較
・
対
照
に
よ
っ
て
同
時
代
の
中
で
の
啄
木
の
位

相
が
解
き
明
か
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
著
者
に
よ
る
「
あ
と
が
き
」
を
頼
り
と
し
て
、
第
二
部
以
降
の

内
容
を
紹
介
し
て
お
く
。

第
二
部
は
「『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
論
」
で
、
啄
木
の
代
表
的
な
評
論
で

あ
る
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
に
関
す
る
論
文
四
編
と
、「
同
時
代
言
説
と
の

か
か
わ
り
を
整
理
し
な
い
と
読
み
に
く
い
『
古
典
』」
と
な
っ
た
評
論
「
時

代
閉
塞
の
現
状
」
の
詳
細
な
注
釈
一
編
を
収
め
る
。

第
三
部
は
「
啄
木
と
同
時
代
人
」。
与
謝
野
晶
子
、
漱
石
・
教
養
派
、
徳

富
蘇
峰
、
石
橋
湛
山
な
ど
「
啄
木
を
同
時
代
人
の
言
説
の
中
で
浮
か
び
上
が

ら
せ
よ
う
と
し
た
」
論
文
四
編
が
あ
る
。

第
四
部
は
、「
啄
木
の
位
置
を
め
ぐ
っ
て
」
で
、「
啄
木
像
、
な
ら
び
に
啄

木
の
文
学
史
的
・
思
想
史
的
・
研
究
史
的
位
置
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
」

が
三
編
あ
り
、
こ
こ
に
著
者
が
最
初
に
発
表
し
た
「
中
野
重
治
の
啄
木
論
」

も
あ
る
。
こ
こ
は
比
較
的
初
期
に
書
か
れ
た
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。

最
後
の
第
五
部
は
、「
啄
木
の
歌
集
や
短
歌
、
晩
年
の
詩
を
考
察
」
し
た

論
文
四
編
で
あ
り
、『
一
握
の
砂
』
に
関
す
る
論
文
、「
地
図
の
上
朝
鮮
国
に

く
ろ
ぐ
ろ
と
墨
を
ぬ
り
つ
ゝ
秋
風
を
聴
く
」
の
歌
を
め
ぐ
る
考
察
、
そ
し

て
、
伊
藤
博
文
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
締
め
く
く
り
に
「『
呼
子
と
口
笛
』
論

〈
二
重
の
生
活
〉
の
ゆ
く
え
」
が
お
か
れ
る
。

第
一
部
に
始
ま
り
第
五
部
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
い
る
の
は
、
同
時
代
の

資
料
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
啄
木
が
生
き
て
い
た
明
治
の
末
と
い
う

時
代
の
空
気
を
あ
き
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
中
で
、
直
接
に
交
流

が
あ
っ
た
、
あ
る
い
は
大
き
な
影
響
を
受
け
た
同
時
代
の
多
彩
な
文
学
者
・

思
想
家
と
比
較
・
対
照
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。「
時
代
閉
塞
の
現
状
」

で
批
判
さ
れ
た
魚
住
折
蘆
は
い
う
に
及
ば
ず
、
石
橋
湛
山
、
阿
部
次
郎
、
与

謝
野
晶
子
、
伊
藤
博
文
、
幸
徳
秋
水
な
ど
、
先
に
挙
げ
た
人
物
を
含
め
て
、

啄
木
と
の
関
係
で
考
察
の
対
象
に
の
ぼ
っ
た
の
は
３０
名
以
上
に
も
及
ぶ
。

こ
の
よ
う
に
多
く
の
同
時
代
人
を
登
場
さ
せ
た
点
に
つ
い
て
は
、
著
者
自

身
の
明
確
な
意
図
と
目
的
意
識
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ

に
よ
り
啄
木
を
「
同
時
的
文
学
・
思
想
の
中
に
位
置
づ
け
る
」「
で
き
る
だ

け
〈
等
身
大
〉
の
啄
木
を
明
ら
か
に
」（「
序
」）
し
た
い
、
さ
ら
に
「
同
時

代
思
想
や
文
学
と
の
比
較
の
中
で
、
啄
木
の
文
学
や
思
想
の
水
位
を
明
ら
か

に
し
よ
う
と
し
た
」（「
あ
と
が
き
」）
こ
と
の
結
果
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時

代
の
「
日
本
人
」
と
「〈
対
話
す
る
啄
木
〉
の
魅
力
」（「
あ
と
が
き
」）
を
明

ら
か
に
し
た
い
、
と
い
う
著
者
の
思
い
の
表
れ
で
も
あ
る
。

私
自
身
も
、
啄
木
研
究
に
と
り
く
ん
で
い
た
時
期
が
あ
り
、
そ
ん
な
時
、

田
口
道
昭
氏
の
最
初
の
論
文
「
中
野
重
治
の
啄
木
論
」
を
読
ん
だ
と
き
の
驚

き
は
、
今
日
で
も
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。

中
野
重
治
に
よ
る
「
啄
木
に
関
す
る
断
片
」
に
始
ま
る
一
連
の
啄
木
評
論

は
啄
木
研
究
に
お
け
る
「
先
駆
的
業
績
」
と
し
て
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
、
古

典
的
権
威
あ
る
評
論
と
し
て
、
各
論
者
に
都
合
の
い
い
よ
う
に
引
用
、
言
及

さ
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を
ま
と
も
に
研
究
の
対
象
と
す
る
よ
う
な

田
口
道
昭
著
『
石
川
啄
木
論
攷

青
年
・
国
家
・
自
然
主
義
』

五
三



雰
囲
気
は
当
時
も
皆
無
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
。
い
わ
ば
、
す
で
に
過
去

の
も
の
扱
い
さ
れ
て
い
た
観
が
あ
っ
た
の
だ
。

そ
ん
な
時
、
中
野
重
治
を
あ
ら
た
め
て
同
時
代
の
中
に
お
い
て
等
身
大
の

中
野
重
治
を
見
出
し
、
中
野
重
治
の
啄
木
評
論
の
魅
力
を
語
り
、
同
時
に
こ

れ
ま
で
の
啄
木
研
究
が
見
落
と
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
た
と
こ
ろ
な
ど
は
、

同
時
期
の
啄
木
研
究
者
た
ち
に
大
い
に
刺
激
を
与
え
、
ま
た
、
反
省
を
促
し

た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
少
な
く
と
も
、
こ
の
私
が
、
田
口
道
昭
氏
の
こ
の

論
文
に
よ
っ
て
啓
発
さ
れ
た
者
の
一
人
で
あ
っ
た
の
は
間
違
い
な
い
。

し
て
み
る
と
、
本
書
で
目
指
さ
れ
た
、
先
入
観
を
持
た
ず
に
、
同
時
代
の

水
位
に
置
い
た
「〈
等
身
大
〉
の
啄
木
」
像
は
、
著
者
が
研
究
の
ス
タ
ー
ト

時
点
か
ら
一
貫
し
て
持
ち
続
け
て
き
た
問
題
意
識
で
あ
っ
た
こ
と
が
よ
く
わ

か
る
。
だ
が
、
今
日
ま
た
、
私
が
こ
の
論
文
を
読
み
返
し
て
み
た
と
こ
ろ
、

い
く
ぶ
ん
の
物
足
り
な
さ
を
感
じ
た
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
、
と
い
う
の
が
偽
ら

ざ
る
感
想
で
も
あ
る
。
著
者
に
よ
る
と
、
発
表
当
初
の
「『
檄
文
』
め
い
た

文
体
」（「
あ
と
が
き
」）
を
多
少
改
め
た
と
の
こ
と
。
し
て
み
る
と
、
当
時

の
あ
の
勇
ま
し
い
文
体
に
私
な
ど
は
魅
力
を
感
じ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ

し
て
、
今
回
、
収
録
す
る
に
あ
っ
て
少
し
ト
ー
ン
を
落
と
し
た
の
だ
と
思

う
、
著
者
が
描
い
た
〈
戦
闘
的
啄
木
像
〉
に
変
更
を
加
え
た
と
い
う
。
若
き

日
の
私
は
そ
の
よ
う
な
論
文
の
戦
闘
的
な
面
に
、
お
お
い
に
魅
了
さ
れ
て
い

た
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
「〈
等
身
大
〉
の
啄
木
」
を
浮
か
び
上
が

ら
せ
て
最
も
そ
の
特
色
を
発
揮
し
た
の
は
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
に
関
す
る

一
連
の
論
文
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
私
の
見
立
て
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
の
啄
木
研
究
の
中
で
、
真
剣
に
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ

た
、
あ
る
い
は
あ
え
て
無
視
さ
れ
て
き
た
面
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思

え
る
の
が
啄
木
に
お
け
る
「
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
あ
る
い
は
「
ナ
シ
ョ
ナ

ル
」
な
も
の
へ
の
共
感
で
あ
る
。
ま
ず
著
者
田
口
氏
は
こ
れ
を
丹
念
に
ひ
ろ

い
あ
げ
て
い
く
。

第
二
部
の
「『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
論
」
第
二
章
「『
時
代
閉
塞
の
現
状
』

ま
で

│
渡
米
熱
と
北
海
道
体
験
│
」
に
お
い
て
、
啄
木
が
一
時
渡
米
熱
に

浮
か
さ
れ
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
自
由
の
国
土
を
あ
こ
が
れ
る
浪
漫
的
な
心

情
は
、
ま
た
そ
の
一
面
で
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
感
情
に
彩
ら
れ
て
い
る
点
を
読
み

と
り
、
そ
し
て
、
啄
木
の
場
合
、
渡
米
が
か
な
わ
ぬ
代
償
と
し
て
、
そ
れ
が

北
海
道
や
朝
鮮
な
ど
の
〈
外
部
〉
へ
の
夢
へ
と
変
わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
と
き
に
大
逆
事
件
に
ぶ
つ
か
り
、
拙
論
の
初
め
に
紹
介
し
た
『
一

握
の
砂
』
の
冒
頭
歌
「
東
海
の
…
…
」
の
解
釈
に
つ
な
げ
ら
れ
て
い
く
。

歌
集
は
、〈
外
部
〉
に
脱
出
を
試
み
よ
う
と
し
て
出
ら
れ
な
か
っ
た

歌
の
主
人
公
が
、
過
去
の
回
想
の
時
間
を
経
て
、
再
び
〈
い
ま
こ
こ
〉

の
現
実
に
生
き
よ
う
と
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
に
啄
木
の
歌

の
批
評
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
批
評
性
の
起
点
と
な
っ
た
の
が
評
論
「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
で

あ
り
、
そ
れ
は
、
ア
メ
リ
カ
や
北
海
道
と
い
う
〈
外
部
〉
に
抱
い
て
い

た
浪
漫
主
義
が
閉
ざ
さ
れ
、
ま
た
、
そ
れ
を
捨
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
直

面
し
た
〈
現
実
〉
が
「
国
家
」＝

「
強
権
」
に
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
と
い
う

閉
塞
感
の
中
で
執
筆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

五
四



（
第
二
部
第
二
章
「『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
ま
で
」）

と
い
う
具
合
に
閉
塞
感
に
至
る
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
本
書
の
白
眉
と
も
い
え
る
の
が
第
二
部
五
章
の
論
文
「
啄
木
に

お
け
る
〈
天
皇
制
〉
に
つ
い
て

│
『
時
代
閉
塞
の
現
状
』
を
中
心
に
│
」

で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
著
者
が
試
み
た
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
思
い
込
み
や
先
入
観
を
排
し

て
、
素
直
に
テ
キ
ス
ト
に
向
か
い
合
い
、
一
字
一
句
を
で
き
る
だ
け
忠
実
に

読
み
と
る
と
い
う
当
た
り
前
な
作
業
で
あ
る
。
啄
木
作
品
に
お
い
て
も
っ
と

も
有
名
な
こ
の
評
論
は
、
戦
前
の
中
野
重
治
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
論
者

の
側
の
様
々
な
思
い
入
れ
を
込
め
て
読
ま
れ
、「
同
時
代
文
脈
を
逸
脱
し
て

論
者
の
〈
願
望
〉
が
投
影
さ
れ
る
」「
論
者
に
と
っ
て
好
都
合
な
部
分
を
つ

な
ぎ
あ
わ
せ
る
か
た
ち
で
の
〈
つ
ま
み
ぐ
い
〉
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
」

（「
あ
と
が
き
」）、
そ
う
し
た
解
釈
が
ま
か
り
通
っ
て
き
た
と
い
う
著
者
の
指

摘
は
十
分
に
首
肯
で
き
る
も
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
こ
の
至
極
ま
っ
と
う
な
方

法
が
有
効
た
り
得
る
の
だ
。

「
時
代
閉
塞
の
現
状
」
で
有
名
な
一
節
、「
我
々
の
中
最
も
急
進
的
な
人

達
」
を
「
幸
徳
（
大
逆
）
事
件
被
告
た
ち
」
と
解
釈
し
た
今
井
泰
子
の
誤
り

を
正
し
、
さ
ら
に
、〈
天
皇
制
〉
批
判
に
進
み
出
て
い
っ
た
と
し
た
中
野
重

治
に
始
ま
る
、
今
井
泰
子
、
近
藤
典
彦
ま
で
、
現
在
な
お
続
く
解
釈
を
厳
し

く
批
判
、
そ
こ
に
「
一
九
九
一
年
秋
の
啄
木
の
認
識
か
ら
遡
行
し
て
読
み
取

る
こ
と
」
の
誤
り
を
指
摘
す
る
筆
致
は
見
事
と
い
う
ほ
か
な
い
。「
啄
木
の

文
章
を
は
じ
め
、
で
き
る
だ
け
当
時
の
文
章
に
語
ら
せ
る
」（「
序
」）
手
法

で
も
っ
て
同
時
代
の
空
気
を
再
現
し
、「〈
等
身
大
〉
の
啄
木
」
を
描
き
出
し

た
田
口
氏
の
真
骨
頂
が
発
揮
さ
れ
た
部
分
で
あ
り
、
読
ん
で
い
て
ま
っ
た
く

胸
の
す
く
思
い
が
す
る
と
こ
ろ
で
も
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
観
点
に
立
脚
し
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
先
行
し
て
い
た
従
来
の
読

み
を
見
直
し
て
い
く
こ
と
で
、
本
書
は
い
く
つ
も
の
成
果
を
上
げ
る
こ
と
に

成
功
し
て
い
る
。

そ
の
一
つ
。
随
想
「
き
れ
ぎ
れ
に
浮
か
ん
だ
感
じ
と
回
想
」
に
お
い
て
示

し
た
啄
木
が
述
べ
た
徳
富
蘇
峰
に
抱
い
た
共
感
に
た
い
し
て
、
著
名
な
歴
史

学
者
鹿
野
政
直
は
「
こ
の
し
た
た
か
な
国
家
主
義
者
に
つ
い
て
、
な
ぞ
の
よ

う
な
こ
と
ば
を
の
こ
し
て
い
る
」（「
啄
木
に
お
け
る
国
家
の
問
題
」）
と
い

う
戸
惑
い
の
こ
と
ば
を
も
ら
し
て
い
る
。

民
権
論
か
ら
国
権
論
へ
と
〈
変
節
〉
し
、
政
府
の
御
用
学
者
と
み
な
さ
れ

た
徳
富
蘇
峰
と
、
強
権
を
敵
と
し
、
そ
れ
と
対
峙
す
る
こ
と
を
唱
え
、〈
天

皇
制
〉
の
批
判
に
進
み
出
て
、「
社
会
主
義
」「
無
政
府
主
義
」
を
理
想
と
し

た
啄
木
と
い
う
従
来
の
図
式
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
蘇
峰
へ
の
共
感
は
鹿
野
の

言
う
と
お
り
「
な
ぞ
」
で
し
か
な
い
。
し
か
し
、
第
三
部
第
三
章
「
啄
木
と

徳
富
蘇
峰
」
で
田
口
氏
が
示
し
た
、
啄
木
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
心

情
と
実
際
的
を
重
ん
じ
る
傾
向
を
正
し
く
読
み
と
っ
て
い
け
ば
、
こ
の
問
題

の
一
節
も
無
理
な
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。
実
に
啄
木
研
究
に
お
け
る
長

年
の
懸
案
が
著
者
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
鮮
や
か
に
解
決
さ
れ
た
瞬
間
と
言
え

る
。こ

の
よ
う
に
本
書
は
、
評
論
を
中
心
に
時
に
、
短
歌
、
詩
を
読
み
解
い
て

い
く
こ
と
で
、
啄
木
思
想
と
そ
の
変
遷
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ

田
口
道
昭
著
『
石
川
啄
木
論
攷

青
年
・
国
家
・
自
然
主
義
』

五
五



れ
ま
で
し
ば
し
ば
な
さ
れ
て
き
た
論
者
の
側
の
思
い
込
み
や
願
望
を
投
影
さ

せ
た
読
解
を
し
り
ぞ
け
、
で
き
る
だ
け
当
時
の
文
章
に
語
ら
せ
て
「〈
等
身

大
〉
の
啄
木
」
を
描
き
出
す
試
み
は
成
功
し
、
師
上
田
博
氏
の
業
績
に
続
い

て
、
こ
こ
に
現
在
の
啄
木
研
究
の
到
達
点
を
示
す
も
の
と
な
っ
た
と
い
え

る
。
今
後
の
啄
木
研
究
は
本
書
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

な
お
、
田
口
氏
に
は
、
与
謝
野
晶
子
を
中
心
に
明
星
派
に
関
す
る
論
考
も

ま
た
多
数
発
表
さ
れ
て
い
る
。
早
く
一
書
に
ま
と
め
ら
れ
る
日
が
待
た
れ

る
。（

和
泉
書
院
、
六
八
四
頁
、
二
〇
一
七
年
一
月
、
本
体
価
格
七
〇
〇
〇
円
）

（
み
ず
の
・
ひ
ろ
し

履
正
社
高
校
教
諭
）

五
六


