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書 

評
　

橘
弘
文
・
手
塚
恵
子
編

『
文
化
を
映
す
鏡
を
磨
く
―
異
人
・
妖
怪
・
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
』

佐 

々 

木　

高 

弘　

本
書
は
、
現
代
を
代
表
す
る
文
化
人
類
学
者
・

民
俗
学
者
で
あ
る
小
松
和
彦
の
古
稀
を
記
念
と
し

た
論
文
集
で
あ
る
。
本
書
の
特
徴
は
、
口
承
文
芸

を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
タ
イ
プ
の
言
説
が
、
い

か
に
現
実
の
社
会
や
人
々
と
強
く
結
び
つ
い
て
い

る
の
か
を
探
求
し
よ
う
と
す
る
点
に
あ
る
。
そ
れ

は
ま
さ
に
小
松
が
『
異
人
論
』
等
で
示
し
た
、

「
説
話
や
民
話
な
ど
の
物
語
の
内
側
か
ら
見
い
だ

さ
れ
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
、
民
俗
社
会
の
な
か
に
実

際
に
確
か
め
る
」
議
論
と
な
ろ
う
。

「
ま
え
が
き
」
を
担
当
し
た
山
泰
幸
は
、
本
書

の
構
成
が
小
松
の
弟
子
た
ち
が
大
き
な
影
響
を
受

け
た
四
つ
の
テ
ー
マ
（「
異
人
論
」「
妖
怪
」「
図

像
と
象
徴
」「
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
の
視
座
」）

か
ら
な
る
点
を
、
小
松
自
身
の
関
心
の
移
り
変
わ

り
や
、
所
属
先
と
の
関
係
か
ら
指
摘
し
、
そ
れ
ぞ

れ
の
パ
ー
ト
に
つ
い
て
小
松
の
代
表
的
な
著
書

『
異
人
論
』、『
憑
霊
信
仰
論
』、『
妖
怪
学
新
考
』、

『
い
ざ
な
ぎ
流
の
研
究
』
等
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら

解
説
し
て
い
る
。

さ
て
、
こ
こ
で
は
各
パ
ー
ト
ご
と
に
紹
介
し
て

い
こ
う
。
ち
な
み
に
各
パ
ー
ト
の
冒
頭
に
は
、
小

松
の
研
究
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
執
筆
者
の
論
考
を

紹
介
す
る
短
い
解
説
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。

一
　
異
人
論

大
阪
大
学
時
代
の
代
表
作
『
異
人
論
』
に
影
響

を
受
け
た
研
究
者
四
人
が
こ
の
パ
ー
ト
を
担
当
す

る
。
ま
ず
川
上
郁
雄
は
、「「
移
動
す
る
子
ど
も
」

と
い
う
記
憶
と
社
会
」
の
な
か
で
、
移
民
・
難
民

の
大
量
人
口
移
動
を
異
人
と
い
う
視
点
か
ら
論
じ

る
。
小
松
の
異
人
の
類
型
化
を
は
じ
め
様
々
な
文

化
人
類
学
や
社
会
学
な
ど
の
議
論
を
紹
介
す
る
論

考
で
、
ま
さ
に
現
代
の
世
界
、
そ
し
て
日
本
が
直

面
す
る
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

橘
弘
文
の
「
開
か
れ
た
儀
礼
と
伝
説
」
は
、
福

井
県
小
浜
市
矢
代
の
手
杵
祭
の
伝
説
と
儀
礼
の
関

係
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
こ
の
儀
礼
の
伝
説

は
、
ま
さ
に
小
松
が
『
異
人
論
』
で
紹
介
し
た
異

人
殺
し
の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

ま
で
の
研
究
に
お
い
て
は
、
儀
礼
に
重
点
が
置
か

れ
伝
説
は
無
視
さ
れ
て
き
た
。
ま
た
本
来
の
伝
承

が
異
人
殺
し
で
あ
っ
た
の
が
、
近
年
に
お
い
て
異

人
歓
待
の
話
へ
と
変
容
し
た
点
も
、
小
松
の
仮
説

通
り
だ
と
指
摘
し
て
い
る
。

村
上
和
弘
の
「
読
み
替
え
ら
れ
る
〈
国
境
の
島
〉」

は
、
そ
の
副
題
に
も
あ
る
よ
う
に
「
戦
後
に
お
け

る
対
馬
イ
メ
ー
ジ
の
変
遷
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
い

る
。
今
日
の
対
馬
は
「
日
韓
交
流
の
島
」
と
さ
れ

て
は
い
る
が
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
は
様
々
な
時
代

の
影
響
を
受
け
、「
要
塞
の
島
」「
自
然
と
歴
史
ロ

マ
ン
の
島
」
等
、
幾
た
び
も
変
遷
し
て
き
た
。「
朝

鮮
通
信
使
行
列
」
の
登
場
で
交
流
の
島
と
な
っ
た

が
、
実
は
そ
こ
に
も
反
発
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の

変
遷
を
小
松
の
異
人
論
か
ら
見
つ
め
直
す
。

魯
成
煥
の
「
韓
国
で
栄
え
た
日
本
の
花
札
」
も
、
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や
は
り
『
異
人
論
』
の
影
響
を
受
け
て
い
る
。
こ

こ
で
は
異
人
同
様
に
異
文
化
に
も
歓
待
と
排
除
が

あ
る
と
の
視
点
か
ら
、
植
民
地
時
代
の
韓
国
に
お

け
る
日
本
文
化
の
受
容
と
排
除
を
あ
げ
、
そ
の
中

で
も
最
も
大
衆
か
ら
受
け
入
れ
ら
れ
た
花
札
を
事

例
に
、そ
の
後
の
花
札
の
絵
の
韓
国
人
の
解
釈
や
、

韓
国
知
識
人
た
ち
の
花
札
へ
の
対
応
、
あ
る
い
は

愛
国
者
た
ち
に
よ
る
花
札
排
斥
運
動
な
ど
が
紹
介

さ
れ
る
。
そ
の
上
で
、
一
般
民
衆
の
文
化
を
受
け

入
れ
る
力
の
重
要
性
を
説
く
。

二
　
妖
怪

本
パ
ー
ト
に
は
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

（
以
下
、
日
文
研
）
で
指
導
を
受
け
た
四
人
の
研

究
者
が
登
場
す
る
。
一
人
目
は
マ
テ
ィ
ア
ス
・
ハ

イ
エ
ク
で
、
論
考
は
「
異
形
と
怪
類
」。
江
戸
時

代
中
期
に
成
立
し
た
日
本
最
初
の
絵
入
り
百
科
事

典
『
和
漢
三
才
図
会
』
の
怪
異
の
分
類
に
注
目
し
、

小
松
が
提
唱
し
た
「
個
別
の
妖
怪
に
ま
つ
わ
る
信

仰
や
表
象
、
ま
た
は
言
説
と
い
っ
た
知
的
営
為
が

持
っ
て
い
る
意
味
と
役
割
を
、
時
代
ご
と
に
研
究

す
る
必
要
性
を
論
じ
、
人
間
が
作
っ
た
「
妖
怪
文

化
」
を
研
究
す
る
「
妖
怪
学
」
を
「
人
間
学
」」

と
す
る
見
解
を
本
研
究
に
お
い
て
も
応
用
で
き
る

と
す
る
。
そ
の
上
で
本
百
科
事
典
が
怪
異
を
妖
怪

や
異
人
と
同
様
に
、
他
者
の
再
形
成
の
一
つ
の
現

れ
と
捉
え
る
。

香
川
雅
信
「
妖
怪
と
し
て
の
人
形
」
は
、
十
八

世
紀
後
半
か
ら
妖
怪
が
娯
楽
の
対
象
と
な
り
様
々

な
「
妖
怪
玩
具
」
が
登
場
す
る
中
、
な
ぜ
人
形
が

そ
の
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
の
か
に
注
目
す
る
。
そ

し
て
江
戸
時
代
の
怪
談
か
ら
、
現
代
の
人
形
供
養

と
は
異
な
る
呪
具
と
し
て
の
人
形
と
い
う
近
世
の

日
本
人
の
人
形
観
が
提
示
さ
れ
、「
人
形
が
「
こ

の
世
」
で
は
な
く
「
あ
の
世
」
に
属
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
完
全
に
人
間
の
も
の
と
な
る
こ
と
は
な

い
絶
対
的
な
〈
他
者
〉
で
あ
る
、
と
い
う
認
識
」

が
、
対
象
か
ら
外
さ
れ
た
要
因
だ
と
指
摘
す
る
。

今
井
秀
和
「「
妖
怪
」
を
探
す
と
い
う
こ
と
」

は
、
妖
怪
探
し
の
代
表
的
な
ツ
ー
ル
と
し
て
小
松

が
主
導
し
た
日
文
研
の
「
怪
異
・
妖
怪
伝
承
デ
ー

タ
ベ
ー
ス
」
等
が
あ
る
と
し
た
う
え
で
、
こ
の

「
妖
怪
探
し
」
と
い
う
行
為
が
、
前
近
代
か
ら
存

在
し
た
点
を
事
例
を
挙
げ
な
が
ら
指
摘
し
、
そ
こ

に
時
代
や
当
事
者
の
態
度
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を

見
い
だ
し
て
い
る
。
ま
た
現
代
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
上
の
妖
怪
同
様
に
、
近
代
以
前
に
も
創
作
が
混

入
し
て
い
た
点
も
示
し
、
そ
れ
ら
情
報
を
享
受
す

る
上
で
の
限
界
と
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
て

い
る
。

飯
倉
義
之
の
「
神
な
き
時
代
の
妖
怪
学
」
は
、

柳
田
国
男
が
妖
怪
を
「
神
の
零
落
」
と
し
た
民
俗

学
的
定
説
に
、
小
松
が
異
議
を
唱
え
、
妖
怪
が
神

へ
と
変
容
す
る
指
摘
を
紹
介
。「
人
々
に
祀
ら
れ

て
い
る
超
自
然
的
存
在
が
〈
神
〉
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
人
々
に
祀
ら
れ
て
い
な
い
超
自
然
的
存
在

を
〈
妖
怪
〉
と
呼
ぶ
」
と
の
小
松
の
見
解
か
ら
、

現
代
の
「
ネ
ッ
ト
ロ
ア
」
で
語
ら
れ
る
妖
怪
譚
に

は
、
こ
の
よ
う
な
異
常
事
態
を
神
と
し
て
祀
る

「
始
末
」
の
仕
方
が
欠
如
し
て
い
る
と
す
る
。「
神

な
き
時
代
に
お
い
て
は
〈
妖
怪
〉
は
日
常
を
壊
滅

す
る
存
在
で
し
か
な
く
、
共
存
の
営
為
は
意
識
に

上
ら
な
い
。
そ
の
一
方
で
創
作
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

と
し
て
の
「
妖
怪
」
は
、
多
く
の
人
に
癒
や
し
す

ら
与
え
る
存
在
と
し
て
描
か
れ
る
。
こ
う
し
た
重

層
的
な
怪
異
・
妖
怪
文
化
に
、
神
な
き
時
代
の
妖

怪
学
は
対
峙
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
と
今
後
の

妖
怪
学
の
課
題
を
提
示
し
て
い
る
。
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三
　
図
像
と
象
徴

小
松
の
日
文
研
で
の
仕
事
の
一
つ
は
、
広
く
一

般
に
妖
怪
の
画
像
資
料
を
公
開
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
仕
事
の
恩
恵
を
受
け
た
研
究
者
た
ち
が

こ
の
パ
ー
ト
を
担
当
す
る
。

徳
永
誓
子
「
童
子
と
鳥
畜
」
は
、
中
世
の
絵
巻

物
『
融
通
念
仏
縁
起
』
に
描
か
れ
た
毘
沙
門
天
と

そ
の
従
者
と
し
て
描
か
れ
る
、
美
豆
良
の
髪
型
を

し
た
子
供
と
、
鬼
の
姿
を
し
た
二
人
の
従
者
の
図

像
に
焦
点
を
当
て
る
。
三
十
を
超
え
る
写
本
を
比

較
し
、「
鳥
畜
善
願
段
」
で
描
か
れ
た
「
鳥
」
と

「
鼠
」
が
こ
れ
ら
従
者
の
本
来
の
姿
で
あ
っ
た
と

し
、
本
縁
起
が
動
物
ま
で
を
も
救
済
の
対
象
と
し

て
い
た
こ
と
を
読
み
取
っ
て
い
る
。

木
場
貴
俊
の
「
開
放
さ
れ
る
「
化
物
絵
」」
で

は
、江
戸
時
代
に
描
か
れ
た
妖
怪
画
を
「
化
物
絵
」

と
し
て
と
ら
え
、「
仮
名
草
子
、
特
に
子
ど
も
向

き
に
描
か
れ
た
絵
本
の
挿
絵
」、『
和
漢
三
才
図
会
』

な
ど
の
「
図
入
り
事
典
」、
土
佐
派
や
狩
野
派
な

ど
の
「
絵
巻
」、
出
版
の
発
展
に
よ
っ
て
普
及
し

た
絵
を
描
く
際
に
手
本
と
さ
れ
た
「
絵
手
本
」
に

描
か
れ
た
「
妖
怪
画
」
か
ら
、
鳥
山
石
燕
の
『
画

図
百
鬼
夜
行
』
や
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
扱
わ
れ
て

こ
な
か
っ
た
源
琦
の
『
妖
怪
絵
巻
』
な
ど
と
の
影

響
関
係
が
紹
介
さ
れ
る
。

村
山
弘
太
郎
の
「
象
徴
と
し
て
の
菊
御
紋
」
は
、

天
皇
の
象
徴
で
あ
る
菊
紋
が
近
代
初
頭
に
お
い

て
、
ど
の
よ
う
に
天
皇
・
皇
室
の
象
徴
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
、
法
令
的

な
側
面
か
ら
検
討
。
特
に
社
寺
に
お
け
る
菊
紋
使

用
に
つ
い
て
、
明
治
二
年
の
太
政
官
布
告
の
菊
紋

使
用
禁
止
か
ら
、
そ
の
後
の
厳
格
化
そ
し
て
緩
和

に
至
る
過
程
が
詳
細
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

上
で
民
俗
社
会
に
お
い
て
は
、
菊
紋
が
使
用
さ
れ

る
の
は
社
寺
に
限
ら
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
、
宗
教

的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
可
能
性
を
指

摘
し
て
い
る
。

松
村
薫
子
「
絵
本
に
お
け
る
表
象
と
影
響
」
は
、

現
代
の
妖
怪
文
化
を
考
え
る
場
合
、
絵
本
や
漫
画

に
描
か
れ
た
創
作
妖
怪
も
研
究
対
象
か
ら
外
せ
な

い
と
し
、
一
九
二
〇
〜
二
〇
一
六
年
に
刊
行
さ
れ

た
約
一
三
〇
点
の
妖
怪
絵
本
を
網
羅
的
に
分
析

し
、
子
ど
も
の
妖
怪
イ
メ
ー
ジ
の
変
容
を
追
う
。

妖
怪
絵
本
は
江
戸
時
代
か
ら
存
在
す
る
が
、
明
治

か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
は
、
ほ
ぼ
恐
怖
の
対
象

と
し
て
描
か
れ
た
。
戦
後
に
な
る
と
徐
々
に
そ
の

描
か
れ
方
に
変
化
が
現
れ
、
一
九
七
〇
年
代
に
は

妖
怪
と
子
ど
も
が
友
人
関
係
に
な
る
よ
う
な
も
の

が
増
え
始
め
る
と
い
う
。

四
　
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
の
視
座

こ
こ
で
は
再
び
大
阪
大
学
時
代
の
弟
子
た
ち
が

登
場
す
る
。
手
塚
恵
子
「
オ
ー
ラ
ル
ナ
ラ
テ
ィ
ブ

研
究
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
ア
ッ
プ
」
は
、
中
国
少
数
民

族
壮
族
の
路
上
の
う
た
の
掛
け
合
い
の
、
著
者
自

身
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
知
見
か
ら
始
ま
る
。

日
本
の
和
歌
と
壮
族
の
う
た
、
そ
し
て
現
代
の
ラ
ッ

プ
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
を
、
フ
ォ
ー
ク･

ソ
ン
グ
と
い

う
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
見
つ
め
直
し
た
時
、
そ
こ
に

何
が
見
え
る
の
か
。
西
洋
の
叙
事
詩
「
オ
デ
ッ
セ

イ
ア
」
な
ど
の
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
折
口
信
夫

の
「
国
文
学
の
発
生
」
論
の
紹
介
と
影
響
を
経
て
、

長
年
の
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
末
得
ら
れ
た
結
論

は
、
語
り
物
と
双
子
の
関
係
に
あ
る
口
承
文
芸
と

い
う
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
記
紀
万
葉
の
う
た
は
西

南
中
国
の
掛
け
合
い
歌
と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
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れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
浪
花
節
や
ラ
ッ
プ
も
、

そ
の
延
長
線
上
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
。

真
鍋
昌
賢
「
声
の
力
の
つ
か
ま
え
方
」
で
は
、

文
字
と
し
て
の
言
葉
に
落
と
し
込
ん
だ
時
に
失
わ

れ
る
声
の
力
、
例
え
ば
声
量
、
声
質
、
発
話
の
技

法
、
発
話
者
の
社
会
的
位
置
、
場
の
性
格
な
ど
を
、

口
承
文
芸
研
究
の
立
場
か
ら
す
く
い
取
ろ
う
と
す

る
口
頭
芸
研
究
が
模
索
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
小
松

の
弟
子
ら
し
く
文
化
人
類
学
の
方
法
論
が
参
照
さ

れ
る
。
研
究
対
象
と
な
っ
た
の
は
大
辻
司
郎
と
い

う
「
映
画
説
明
（
活
弁
）」
者
で
あ
る
。
大
辻
は

従
来
の
活
弁
と
は
違
っ
て
、
単
な
る
映
像
の
説
明

だ
け
で
な
く
、「
警
句
」
で
笑
わ
せ
る
技
術
を
も
っ

て
ス
ク
リ
ー
ン
か
ら
の
独
立
を
図
っ
た
と
推
測
す

る
。
現
代
の
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
群
に
囲
ま
れ
た
私

た
ち
の
日
常
に
お
け
る
プ
ロ
フ
ェ
ッ
シ
ョ
ナ
ル
な

発
話
行
為
の
解
釈
学
が
、
今
後
の
口
承
文
芸
研
究

に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

川
村
清
志
の
「
映
像
民
俗
誌
に
お
け
る
語
り
と

そ
の
背
景
」
は
、
近
年
の
映
像
メ
デ
ィ
ア
を
利
用

す
る
民
俗
誌
を
取
り
あ
げ
、
そ
の
映
像
作
品
を
完

成
形
と
見
る
の
で
は
な
く
、
映
像
が
表
現
し
に
く

い
背
景
や
テ
ー
マ
を
再
度
解
釈
し
直
す
必
要
性
を

説
く
。
著
者
（
映
像
制
作
者
）
自
身
が
調
査
地
に

長
く
参
与
観
察
す
る
こ
と
で
の
み
可
能
と
な
る
、

映
像
作
品
に
示
さ
れ
た
声
と
語
り
の
再
解
釈
が
、

衰
退
し
つ
つ
あ
る
石
川
県
輪
島
市
皆
月
の
山
王
祭

に
関
わ
る
様
々
な
立
場
の
人
た
ち
を
巡
っ
て
紹
介

さ
れ
る
。

安
井
眞
奈
美
「
出
産
の
「
痛
み
」
を
語
る
声
」

は
、
文
化
人
類
学
の
日
本
研
究
に
お
い
て
女
性
の

声
が
生
か
さ
れ
て
い
な
い
と
の
見
解
か
ら
、
出
産

の
痛
み
に
対
す
る
女
性
の
声
に
耳
を
傾
け
る
。
昭

和
初
期
の
自
宅
出
産
か
ら
現
代
の
病
院
出
産
ま

で
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
や
ア
ン
ケ
ー
ト
な
ど
か

ら
そ
の
声
を
く
み
取
る
試
み
が
な
さ
れ
る
。
か
つ

て
出
産
の
痛
み
は
、
母
や
姑
や
近
親
の
女
性
た
ち

か
ら
教
わ
っ
て
い
た
の
が
、
現
代
社
会
に
お
い
て

は
、
ラ
マ
ー
ズ
法
を
教
え
る
教
室
な
ど
で
自
ら
学

習
し
、
反
復
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
る
身
体
技
法
へ

と
変
わ
っ
て
い
っ
た
。
そ
し
て
現
代
で
は
、
ど
こ

で
ど
の
よ
う
に
産
む
か
は
、
そ
の
人
の
生
き
方
に

関
わ
る
問
題
だ
と
し
、多
様
な
声
を
聞
き
記
録
し
、

様
々
な
生
き
方
が
可
能
な
社
会
を
実
現
す
る
こ
と

が
、
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
役
割
だ

と
し
め
く
く
る
。
こ
の
こ
と
は
ど
こ
で
ど
の
よ
う

に
死
ん
で
い
く
の
か
、
と
い
う
脱
病
院
、
脱
医
学

の
未
来
社
会
と
も
関
わ
る
問
題
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
全
体
を
見
渡
し
て
み
る
と
、
小
松

の
研
究
が
い
か
に
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
い
た
の
か

が
分
か
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト

は
分
離
し
て
い
る
よ
う
で
、
有
機
的
に
つ
な
が
っ

て
い
る
。
異
人
は
、
他
者
、
異
文
化
、
妖
怪
と
も

つ
な
が
る
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
は
執
筆
者
の

多
く
が
そ
の
方
法
と
し
て
使
用
し
て
い
る
。

本
書
は
一
人
の
研
究
者
の
歩
み
と
来
歴
を
も
思

い
起
こ
さ
せ
、
さ
ら
に
そ
の
時
々
に
出
会
っ
た
若
手

の
研
究
者
た
ち
が
、
ど
の
よ
う
な
研
究
テ
ー
マ
を
背

負
っ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
れ
を
も
見
せ
て

く
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
か
ら
研
究
者
を
目

指
そ
う
と
す
る
人
た
ち
に
も
読
ん
で
欲
し
い
一
冊
で

あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
論
文
は
紙
幅
の
関
係
で
、
テ
ー

マ
を
深
く
切
り
込
ん
で
い
く
よ
う
な
内
容
に
は
な
っ

て
い
な
い
。
が
、
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
執
筆
者
の
著

書
を
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
い
い
。

二
〇
一
八
年
七
月　
せ
り
か
書
房
刊

本
体
三
七
〇
〇
円
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