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本
書
の
著
者
、
中
前
正
志
氏
は
す
で
に
中
世
説
話
を
中
心
と
す
る
国
文
学
の
分
野
で
は
、
よ
く
知
ら
れ
た
研
究
者
で
あ
る
。
同
氏
に
は

多
く
の
論
文
の
ほ
か
、
展
示
史
料
の
解
説
を
ほ
ど
こ
し
た
図
録
等
の
執
筆
が
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
本
年
一
月
に
「
丹
後
成
相
寺
縁

起
の
展
開
―
古
代
か
ら
現
代
ま
で
、
寺
内
と
寺
外
と
―
」
と
い
う
論
文

）
1
（

で
、
八
十
八
頁
に
わ
た
る
長
文
の
寺
院
縁
起
研
究
を
世
に
問
う
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
下
の
中
で
、
今
回
、
著
者
の
は
じ
め
て
の
研
究
書
が
世
に
出
さ
れ
た
の
は
大
変
喜
ば
し
く
、
こ
の
分
野
の
研
究
者
に
与

え
る
影
響
が
大
き
い
こ
と
を
思
う
の
は
、
私
一
人
で
は
あ
る
ま
い
。

　

本
書
は
「
神
物
霊
験
譚
」
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
こ
の
「
霊
験
譚
」
に
つ
い
て
は
、
時
代
を
こ
え
て
「
霊
験
・
利
益
が
も
た
ら
さ
れ

た
と
い
う
具
体
的
な
話
」
を
霊
験
譚
と
規
定
す
る
（
「
は
じ
め
に
」
）
。
本
書
で
は
主
に
七
つ
の
神
仏
霊
験
譚
を
中
心
に
取
り
上
げ
て
、
そ
の

詳
細
な
分
析
・
検
討
を
加
え
、
そ
の
変
容
過
程
や
背
景
に
あ
る
も
の
を
検
討
し
た
興
味
深
い
研
究
書
で
あ
る
。
す
で
に
本
書
は
、
渡
浩
一

氏
に
よ
っ
て
「
書
評
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
が

）
2
（

、
以
下
で
は
「
目
次
」
を
紹
介
し
、
そ
の
内
容
に
ふ
れ
て
、
最
後
に
私
な
り
の
注
文
を
述

べ
る
こ
と
に
し
た
い
。
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ま
ず
「
目
次
」
に
注
目
す
る
と
、
本
書
は
次
の
七
章
と
付
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
　

第
一
章
「
不
動
の
涙
―
崩
れ
た
霊
験
の
証
し
」

　
　

第
二
章
「
命
代
わ
り
―
霊
験
を
引
き
出
し
た
も
の
」

　
　

第
三
章
「
女
の
髪
と
地
蔵
―
進
化
す
る
霊
験
の
証
し
」

　
　

第
四
章
「
轆
轤
の
痛
み
―
強
調
さ
れ
る
霊
験
」

　
　

第
五
章
「
折
れ
る
刀
―
霊
験
の
一
人
歩
き
」

　
　

第
六
章
「
矢
負
か
ら
矢
取
へ
―
霊
験
の
精
神
的
背
景
」

　
　

第
七
章
「
封
じ
ら
れ
た
秘
術
―
霊
験
へ
の
期
待
と
危
惧
」

　
　

付　

章
「
新
生
守
敏
―
西
寺
所
蔵
敏
伝
」

「
あ
と
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
各
章
は
い
ず
れ
も
平
成
八
年
か
ら
平
成
二
十
二
年
の
間
に
発
表
さ
れ
た
旧
稿
を
増
補
し
、
さ
ら
に
大
幅
に
改
稿

し
た
も
の
で
、
図
版
も
新
た
に
加
え
ら
れ
て
お
り
、
読
者
に
と
っ
て
は
た
い
そ
う
便
宜
が
は
か
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
福
題
に
「
身
代
わ

り
説
話
を
中
心
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
第
四
章
を
除
く
と
、
各
論
は
「
神
仏
の
身
代
わ
り
」
の
要
素
を
も
っ
た
説
話
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ

を
各
章
の
副
題
に
基
づ
い
て
詳
細
に
検
討
さ
れ
て
い
る
の
が
、
本
書
の
特
徴
で
あ
る
。

　

第
一
章
「
不
動
の
涙
―
崩
れ
た
霊
験
の
証
し
」
は
、「
弟
子
が
師
の
身
代
り
に
な
る
と
い
う
話
」
で
、
そ
の
具
体
例
を
三
井
寺
（
園
城
寺
）
の
僧
、

智
興
が
瀕
死
の
重
病
に
陥
っ
た
と
き
、
弟
子
の
証
空
が
身
代
わ
り
に
な
る
。
す
る
と
今
度
は
証
空
の
守
り
本
尊
、
不
動
明
王
の
絵
像
が
涙

を
流
し
な
が
ら
証
空
の
身
代
り
に
な
る
と
い
う
、
一
般
的
に
は
「
泣
き
不
動
説
話
」
と
い
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
は
「
二
重

の
身
代
り
説
話
」
で
あ
り
、
「
師
弟
間
の
情
愛
物
語
」　

で
あ
り
、
「
不
動
明
王
の
霊
験
譚
」
で
も
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
説
話
を
不
動
噂
が

「
泣
く
場
面
」
に
焦
点
を
あ
て
、
豊
富
な
史
料
を
引
用
・
展
開
し
な
が
ら
検
討
し
、
中
世
に
は
不
動
尊
の
涙
が
「
病
脳
苦
痛
」
の
涙
か
ら
「
感
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動
哀
憐
」
の
涙
に
変
質
し
た
こ
と
を
考
察
す
る
。
さ
ら
に
近
世
に
な
る
と
、
本
来
の
「
病
脳
苦
痛
」
の
涙
に
戻
る
過
程
を
考
証
し
て
い
る
。

本
章
は
渡
浩
一
氏
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
中
世
の
霊
験
譚
と
近
世
の
霊
験
説
話
」
の
本
質
的
な
相
違
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
各
時

代
の
中
で
神
仏
霊
験
譚
の
身
代
わ
り
説
話
を
考
察
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
視
点
と
時
代
を
こ
え
た
検
討
が
大
切
な
課
題
で
あ
る
こ
と
を

教
え
て
く
れ
る
。
そ
の
意
味
か
ら
「
本
書
の
冒
頭
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
卓
論

）
3
（

」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
評
者
も
賛
成
で
あ
る
。

　

第
二
章
「
命
代
わ
り
―
霊
験
を
引
き
出
し
た
も
の
」
は
、
歌
集
『
赤
染
衛
門
集
』
に
息
子
の
挙
週
が
重
病
に
陥
っ
た
と
き
、
住
吉
明
神

に
歌
を
奉
り
、
息
子
の
病
気
回
復
を
祈
願
す
る
。
そ
の
霊
験
を
得
て
、
息
子
が
病
気
か
ら
救
わ
れ
た
と
い
う
「
代
は
ら
む
と
祈
る
命
は
惜

し
か
ら
で
別
る
と
お
も
は
ん
程
ぞ
か
な
し
き
」
の
奉
納
歌
（
「
赤
染
衛
門
住
吉
祈
願
説
話
」
）
を
中
心
に
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
赤
染

衛
門
住
吉
祈
願
説
話
の
展
開
過
程
を
あ
と
付
け
、
『
古
今
著
聞
集
』
に
な
る
と
、
右
の
奉
納
歌
に
は
、
本
来
、
赤
染
衛
門
が
身
代
わ
り
を
祈

願
す
る
内
容
が
あ
っ
た
こ
と
。
「
歌
徳
説
話
と
し
て
の
出
発
→
身
代
わ
り
の
要
素
の
顕
在
化
→
恩
愛
説
話
と
し
て
の
展
開
型
の
派
生
」
と
い

う
変
容
過
程
を
辿
る
こ
と
を
考
察
す
る
。
し
か
も
そ
の
変
遷
過
程
で
、
同
説
話
が
身
代
わ
り
の
要
素
を
顕
在
化
さ
せ
る
と
、
そ
の
身
代
わ

り
は
「
命
代
わ
り
」
と
し
て
、
息
子
を
救
お
う
と
す
る
母
の
心
情
に
「
神
が
感
応
し
た
」
こ
と
を
推
測
し
て
い
る
。
第
一
章
と
同
様
に
、

親
子
の
恩
愛
が
お
な
じ
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
こ
と
を
論
じ
た
内
容
で
あ
る
。

　

第
三
章
「
女
の
髪
と
地
蔵
―
進
化
す
る
霊
験
の
証
し
」
は
、
六
波
羅
蜜
寺
の
「
鬘
掛
（
か
づ
ら
か
け
）
地
蔵
」
の
由
来
譚
を
取
り
上
げ

て
い
る
。
説
話
の
内
容
は
、
母
が
亡
く
な
り
、
悲
し
み
に
暮
れ
る
娘
に
代
わ
っ
て
、
葬
儀
を
営
ん
で
く
れ
る
僧
が
実
は
地
蔵
で
あ
っ
た
こ
と
、

し
か
も
お
礼
に
手
渡
し
た
鬘
の
毛
を
地
蔵
が
持
っ
て
い
た
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
鬘
掛
地
蔵
の
霊
験
譚
に
は
、
地
蔵
の
持
ち
物
を
棺

中
に
入
れ
て
い
た
母
の
鬘
と
す
る
も
の
と
、
布
施
と
し
て
僧
に
渡
し
た
娘
の
髪
と
す
る
二
様
の
伝
承
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
こ
で
ま
ず
「
地

蔵
が
手
に
す
る
の
を
誰
の
髪
と
捉
え
て
い
る
か
」
を
確
認
し
、
そ
れ
は
「
娘
の
髪
を
手
に
す
る
の
が
本
来
の
形
」
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
後
「
母

の
鬘
を
持
つ
形
が
異
説
と
し
て
派
生
」
し
て
き
た
こ
と
を
論
じ
る
。
さ
ら
に
説
話
の
変
容
に
並
行
し
て
、
「
平
安
時
代
に
は
、
足
に
土
が
付
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い
た
だ
け
の
、山
送
り
の
地
蔵
で
あ
っ
た
」
も
の
が
、中
世
に
は
「
娘
の
髪
を
手
に
巻
き
付
け
た
鬘
巻
地
蔵
へ
と
変
化
」
し
、
そ
の
変
化
は
「
清

水
寺
観
音
の
霊
験
譚
の
影
響
下
に
起
こ
っ
た
」
こ
と
も
検
証
し
て
い
る
。
「
霊
験
の
証
し
と
し
て
の
モ
ノ
と
霊
験
説
話
」
の
深
い
関
係
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
論
で
あ
る
。

　

第
四
章
「
髑
髏
の
痛
み
―
強
調
さ
れ
る
霊
験
」
は
、
三
十
三
間
堂
創
設
説
話
の
伝
承
と
成
立
・
展
開
に
関
わ
る
論
考
で
あ
る
。
『
吉
口
伝
』

に
よ
れ
ば
、
頭
痛
に
悩
ん
で
い
た
後
白
河
院
が
、
そ
の
原
因
を
紀
伊
熊
野
に
行
幸
し
た
お
り
、
本
宮
証
誠
殿
で
熊
野
権
現
か
ら
夢
告
（
託
宣
）

を
受
け
た
。
そ
れ
は
院
の
前
世
が
蓮
華
坊
と
い
う
行
者
で
、熊
野
か
ら
帰
京
す
る
途
中
に
、古
道
の
中
辺
路
に
あ
る
滝
尻
で
他
界
し
た
の
で
、

前
生
の
遺
骨
を
得
て
帰
京
し
、
北
法
華
堂
に
安
置
す
る
と
共
に
蓮
華
王
院
＝
三
十
三
間
堂
を
創
建
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
説
は

近
世
以
降
に
な
る
と
、
高
汎
に
伝
承
・
流
布
さ
れ
た
こ
と
を
、
「
浄
瑠
璃
」
の
影
響
の
基
に
「
昔
話
化
・
伝
説
化
」
し
た
こ
と
を
確
認
す
る
。

そ
し
て
因
幡
堂
の
関
与
に
注
目
し
、
因
幡
堂
が
三
十
三
間
堂
創
建
説
話
に
入
り
込
む
こ
と
で
、
同
寺
の
霊
験
を
強
調
し
、
そ
れ
を
同
寺
の

縁
起
に
取
り
込
ん
だ
と
い
う
。
一
種
の
権
威
付
け
の
材
料
に
し
た
こ
と
を
明
確
に
し
て
い
る
。
修
験
道
文
学
な
ど
の
寺
社
縁
起
研
究
に
お

け
る
「
物
語
的
縁
起
」
研
究

）
4
（

の
一
面
を
窺
う
上
か
ら
も
大
変
興
味
深
い
。

　

第
五
章
「
折
れ
る
刀
―
霊
験
の
一
人
歩
き
」
は
、宗
派
を
超
え
、『
観
音
経
』
の
例
証
話
と
し
て
広
く
伝
承
さ
れ
た
盛
久
説
話
の
研
究
で
あ
る
。

本
説
話
は
後
世
ま
で
多
く
の
作
品
に
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
内
容
や
記
述
は
一
様
で
は
な
い
と
い
う
。
そ
こ
で
そ
の
描
か
れ
方
や
変

遷
の
様
相
を
史
料
か
ら
検
討
す
る
。
次
に
日
蓮
の
龍
口
法
難
伝
承
を
取
り
上
げ
、
盛
久
の
話
と
類
似
す
る
要
素
が
、
刀
の
折
れ
る
霊
験
の

ほ
か
に
も
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
話
の
相
違
点
に
注
目
し
て
、
「
劇
的
で
印
象
的
な
刀
尋
段
段
壊
」
が
一
人
歩

き
し
た
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
類
似
の
処
刑
を
免
れ
る
「
刀
の
折
れ
る
モ
チ
ー
フ
」
が
取
り
こ
ま
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

と
い
う
。
霊
験
説
話
の
変
容
・
展
開
を
論
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
文
の
影
響
や
注
釈
の
問
題
に
絡
む
こ
と
を
想
定
さ
せ
る
重
厚
な
論
文

で
あ
る
。
さ
ら
に
キ
リ
シ
タ
ン
文
献
に
も
眼
を
通
し
て
マ
リ
ア
の
霊
験
譚
を
提
示
し
、
「
慈
悲
譚
」
と
の
共
通
性
を
述
べ
て
、
霊
験
主
体
に
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共
通
す
る
性
格
が
、
類
似
の
霊
験
譚
を
生
み
出
す
こ
と
ま
で
主
張
し
て
い
る
。
「
著
者
の
視
野
の
広
さ

）
5
（

」
を
窺
う
こ
と
が
で
き
る
論
で
あ
る
。

　

第
六
章
「
矢
負
か
ら
矢
取
へ
―
霊
験
の
精
神
的
背
景
」
は
、
京
都
市
南
区
羅
城
門
町
に
あ
る
羅
城
門
遺
跡
の
近
く
に
祀
ら
れ
る
矢
取
地

蔵
の
霊
験
譚
に
つ
い
て
で
あ
る
。
西
寺
の
守
敏
と
空
海
と
の
話
で
、
雨
乞
い
に
敗
れ
た
守
敏
が
放
っ
た
矢
を
、
地
蔵
が
身
代
わ
り
に
な
っ

て
空
海
を
救
っ
た
と
い
う
地
蔵
の
身
代
り
霊
験
譚
を
指
す
。
こ
の
矢
取
地
蔵
霊
験
譚
を
時
代
を
遡
っ
て
探
索
し
、種
々
の
変
容
・
展
開
が
あ
っ

た
こ
と
を
考
証
す
る
。
そ
し
て
矢
取
地
蔵
の
霊
験
譚
が
誕
生
し
た
の
は
、
「
呪
詛
対
決
譚
に
お
け
る
空
海
を
正
当
化
し
淨
化
」
し
よ
う
と
す

る
志
向
が
精
神
的
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
を
推
測
す
る
。
さ
ら
に
幕
末
期
以
降
に
は
こ
の
話
が
『
弘
法
大
師
絵
伝
』
に
取
り
こ
ま
れ
、
改
変

矢
取
地
蔵
霊
験
譚
が
契
機
と
な
り
、
「
矢
負
」
か
ら
「
矢
取
」
へ
の
呼
称
の
変
化
か
起
こ
っ
た
こ
と
な
ど
を
論
じ
る
。
「
宗
祖
を
正
当
化
す

る
教
団
側
の
意
志
が
、
民
間
に
生
ま
れ
た
霊
験
譚
を
変
容
さ
せ
た

）
6
（

」
一
例
と
し
て
興
味
深
い
。

　

第
七
章
「
封
じ
ら
れ
た
秘
術
―
霊
験
へ
の
期
待
と
危
惧
」
は
、
金
光
教
に
お
い
て
、
神
の
加
護
で
あ
る
「
お
か
げ
話
」
に
よ
っ
て
、
「
病

気
な
ど
の
危
難
か
ら
奇
跡
的
に
救
わ
れ
た
と
い
う
内
容
を
一
つ
の
典
型
」
と
す
る
が
、
そ
れ
を
霊
験
譚
・
利
益
譚
と
把
握
す
る
こ
と
を
ふ

ま
え
て
、
「
お
か
げ
話
」
の
な
か
に
「
身
代
わ
り
霊
験
譚
」
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
を
諸
史
料
か
ら
抽
出
す
る
。
そ
れ
は
第
二
章
で
取
り
扱
っ

た
赤
染
衛
門
住
吉
祈
願
説
話
と
同
様
の
機
能
を
も
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
秘
術
「
お
持
替
」
、
つ
ま
り
身
代
わ
り
を
志
願
し
た
人
物
に
病
気
を

移
し
替
え
る
の
と
同
じ
術
法
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
。
そ
し
て
「
淫
祀
邪
教
と
見
做
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
へ
の
危
惧
」
が
存
在
し
た
教

団
は
、
近
代
宗
教
と
し
て
生
き
る
た
め
に
「
お
か
げ
話
」
を
規
制
せ
ん
と
し
、
そ
の
た
め
「
霊
験
説
話
も
変
容
し
て
い
く
様
子
」
が
窺
え

る
と
さ
れ
る
。
評
者
は
新
宗
教
の
近
代
に
お
け
る
霊
験
譚
が
、
国
文
学
研
究
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
門
外
漢
で

あ
り
、
よ
く
知
ら
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
研
究
が
可
能
で
あ
れ
ば
「
説
話
研
究
の
可
能
性

）
7
（

」
を
認
め
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ
う
。

著
者
の
説
話
研
究
が
前
近
代
の
み
な
ら
ず
、
近
代
以
隆
の
霊
験
譚
に
も
眼
を
向
け
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
と
思
う
。

　

付
章
「
新
生
守
敏
―
西
寺
所
蔵
守
敏
伝
」
は
、
第
六
章
で
取
り
上
げ
た
守
敏
伝
説
話
を
補
強
す
る
内
容
を
持
っ
て
い
る
。
ま
ず
弟
子
の
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敏
教
が
筆
禄
し
た
守
敏
伝
『
守
敏
僧
都
一
代
行
状
縁
起
』
と
、
同
じ
西
寺
所
蔵
の
内
題
『
西
寺
開
祖
守
敏
大
僧
都
略
縁
起
』
を
翻
刻
・
紹

介
し
、
第
六
章
で
取
り
あ
げ
た
矢
取
地
蔵
（
矢
負
地
蔵
）
の
流
布
を
契
機
と
し
て
、
守
敏
側
で
も
守
敏
の
正
当
化
、
淨
化
が
図
ら
れ
て
い

た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
新
出
史
料
を
ふ
ま
え
て
新
し
い
知
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。

　

以
上
、
本
書
に
収
め
ら
れ
た
諸
論
文
の
内
容
を
簡
略
に
紹
介
し
た
が
、
全
体
を
通
し
て
研
究
史
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
い
る
こ
と
、
そ

こ
か
ら
見
出
さ
れ
る
問
題
点
を
諸
史
（
資
）
料
の
精
密
な
分
析
か
ら
検
討
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
指
摘
さ
れ
る
論
点
に
は
納
得
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
が
多
い
。
し
か
も
使
用
さ
れ
る
諸
史
（
資
）
料
は
文
学
史
料
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
絵
画
史
料
や
民
俗
学
の
文
献
史
料
に
も
眼
を

く
ば
り
、
考
察
対
象
の
時
代
も
古
代
か
ら
中
世
、
近
世
に
お
よ
び
、
さ
ら
に
近
現
代
の
問
題
に
ま
で
視
野
を
拡
げ
て
い
る
の
は
、
と
に
か

く
圧
巻
で
あ
る
。
そ
れ
は
日
本
史
研
究
や
日
本
宗
教
民
俗
学
（
日
本
仏
教
民
俗
学
）
研
究
に
通
じ
る
「
寺
社
縁
起
」
研
究
の
変
遷
と
そ
の

背
後
に
あ
る
も
の
ま
で
、
た
え
ず
注
意
を
は
ら
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
控
え
目
な
記
述
と
文
章
の
表
現
は
、
日
々
、
大
学
で
接
し
て

い
る
者
が
感
じ
取
っ
て
い
る
人
柄
を
偲
ば
せ
る
に
充
分
で
あ
る
。

　

そ
れ
だ
け
に
私
も
全
体
を
通
し
た
「
総
論
」
と
し
て
の
「
息
吹
き
論
」
が
必
要
で
あ
っ
た

）
8
（

と
思
わ
れ
る
。
「
は
し
が
き
」
が
そ
れ
を
示
し

て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
著
者
の
意
図
を
十
分
に
く
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
各
章
の
副
論
が
「
寺
社
霊
験
譚
の

息
吹
き
」
を
分
析
す
る
視
点
で
あ
る
の
で
、
そ
れ
と
の
関
わ
り
を
示
す
上
か
ら
も
是
非
と
も
必
要
な
作
業
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
「
神
仏
霊
験

譚
が
時
代
を
越
え
て
生
き
続
け
る
」
こ
と
を
追
求
す
る
こ
と
は
大
変
重
要
な
課
題
で
あ
る
が
、
そ
の
た
め
に
も
神
仏
霊
験
譚
が
古
代
か
ら

中
世
へ
、
さ
ら
に
は
近
世
・
近
代
以
降
ま
で
継
続
し
て
い
く
「
変
容
過
程
と
時
代
的
特
質
」
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
）
9
（

。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
次
回
に
是
非
と
も
お
願
い
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
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