
書
評
・
紹
介

パ
ー
リ
語
の
文
法
書
と
し
て
、
わ
が
国
で
は

立
花
俊
道
巴
利
語
文
典
明
治
四
十
三
年

長
井
真
琴
独
習
巴
利
語
文
法
昭
和
五
年

水
野
弘
元
・
ハ
ー
リ
語
文
法
昭
和
三
十
年

の
三
種
が
す
で
に
出
版
さ
れ
て
お
り
、
海
外
で
は

両
．
冨
昌
庸
尉
シ
鯉
日
宅
澤
か
①
色
⑦
園
、
日
日
色
Ｈ
ｇ
庁
彦
の
弔
画
再
伊
騨
口
叩

口
四
ｍ
①
》
］
、
、
』

○
彦
〕
己
巨
Ｈ
ｏ
厨
①
畠
①
皿
少
Ｕ
Ｈ
Ｐ
ｇ
旨
己
⑦
Ｈ
Ｐ
日
日
四
馬
具
庁
医
①
勺
脚
匡
Ｆ
四
口
‐

ぬ
ご
酔
い
の
』
胃
の
。
、

ｚ
竪
倒
ロ
騨
蔵
さ
再
い
”
嵐
］
①
旨
①
の
目
鼻
①
日
胃
尉
の
ゴ
①
弓
巴
芦
⑦
日
日
目
算
房
》

］
④
胃
つ

ダ
ヌ
．
。
①
猛
①
月
弔
四
房
Ｆ
津
①
Ｈ
Ｐ
庁
匡
Ｈ
ｐ
ｐ
○
ｍ
も
鄙
四
の
彦
①
）
旨
④
］
、

○
ぐ
．
］
○
め
言
亜
シ
三
Ｐ
ｐ
ｐ
巴
旦
勺
巴
』
》
岳
亀

昌
凹
胃
ロ
○
詩
目
四
四
国
色
ウ
ロ
Ｏ
ｐ
３
ｍ
弔
巴
】
〉
』
園
号
』
岳
臼

シ
，
嵐
．
夛
占
己
①
弓
冒
可
Ｏ
Ｑ
ｐ
ｏ
は
○
口
８
勺
巴
〕
》
ら
雪

そ
の
他
に
も
、
い
く
つ
か
の
文
法
書
が
あ
る
が
、
講
義
用
の
教
科
書
と

華
筆
跡
現
稲
著
「
基
本
。
〈
－
リ
語
文
法
」

香
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孝
雄

し
て
使
用
す
る
と
な
る
と
、
外
国
の
テ
キ
ス
ト
は
す
で
に
絶
版
の
も
の
が

多
い
上
に
、
か
り
に
入
手
で
き
る
も
の
で
も
、
受
講
者
の
冊
数
を
揃
え
る

の
に
注
文
し
て
か
ら
到
着
す
る
ま
で
の
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
て
講
義
の
間

に
合
わ
な
い
。
日
本
の
も
の
で
は
、
立
花
氏
の
文
典
は
、
絶
版
で
あ
っ
て

手
に
入
ら
ず
、
長
井
氏
の
も
の
は
昭
和
二
十
九
年
に
写
真
版
で
再
版
さ
れ

た
が
、
こ
れ
と
て
出
版
以
来
、
半
世
紀
近
く
を
経
過
し
て
い
て
、
そ
の
間

に
パ
ー
リ
語
学
も
大
い
に
進
展
し
て
き
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
旧
漢
字
、

旧
仮
名
づ
か
い
で
書
か
れ
て
い
る
た
め
に
、
学
生
諸
君
に
は
、
い
か
に
も

親
し
み
に
く
い
と
い
う
感
じ
は
否
定
で
き
な
か
っ
た
。
そ
の
翌
年
、
水
野

弘
元
博
士
の
文
法
書
が
出
版
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
に
跳
び
つ
い
た
の

で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
懇
切
丁
寧
に
初
歩
的
学
習
者
か
ら
専
門
的
研
究
を

志
す
も
の
に
至
る
ま
で
の
よ
き
指
南
と
な
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
て
い
て
私

ど
も
も
大
い
に
恩
恵
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
を
教
科
書
と

し
て
使
用
す
る
と
な
る
と
、
ま
ず
値
が
張
り
過
ぎ
る
こ
と
と
、
内
容
が
あ

ま
り
に
も
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
初
歩
的
学
習
者
に
は
か
え

っ
て
煩
雑
な
点
が
あ
り
、
筆
者
も
二
、
三
年
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
し
た

が
、
以
後
は
長
井
文
法
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
昨
年

夏
、
韓
国
ソ
ウ
ル
の
東
国
大
学
校
創
立
七
十
周
年
記
念
「
世
界
佛
教
学
術

会
議
」
に
出
席
し
た
際
、
た
ま
た
ま
佐
々
木
現
順
教
授
よ
り
。
ハ
ー
リ
語
文

法
出
版
計
画
の
お
話
を
聞
き
、
そ
の
出
版
を
待
ち
こ
が
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、

本
年
度
の
開
講
を
前
に
し
て
出
版
さ
れ
た
の
で
、
早
速
、
パ
ー
リ
語
の
授

業
に
テ
キ
ス
ト
と
し
て
使
用
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
佐
を
木
教
授
は
筆
者

の
恩
師
で
あ
る
が
、
い
ま
求
め
ら
れ
る
ま
ま
に
失
礼
を
も
顧
み
ず
に
、
思

い
つ
く
ま
ま
の
感
想
を
述
ぺ
さ
せ
て
い
た
だ
こ
う
と
思
う
。

fヲ庁

ｲイ



本
書
は
序
文
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
次
の
諸
点
に
考
慮
が
払

わ
れ
て
い
る
。

１
、
語
学
研
究
の
た
め
の
文
法
言
と
し
て
は
、
ま
ず
簡
潔
な
文
法
書
が

必
要
で
あ
る
。
こ
の
目
的
の
た
め
、
本
書
は
最
も
簡
潔
で
あ
る
こ
と

を
旨
と
し
た
。

２
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
合
わ
せ
て
学
習
す
る
も
の
を
考
慮
し
て
、
各

種
の
変
化
や
文
法
的
法
則
を
な
る
べ
く
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
法
と
関

連
さ
せ
初
歩
的
学
習
者
の
便
宜
を
図
っ
た
。

３
、
イ
ン
ド
古
典
語
の
特
色
に
つ
い
て
、
い
く
ら
か
の
実
例
を
挙
げ
た
。

例
え
ば
見
落
さ
れ
て
い
た
重
要
な
接
頭
辞
や
接
尾
辞
の
分
析
も
追
加

し
て
、
専
門
的
研
究
へ
の
指
標
と
し
た
。

右
の
よ
う
に
簡
潔
を
旨
と
し
て
い
る
こ
と
が
本
文
法
書
著
作
に
あ
た
っ

て
第
一
の
方
針
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
本
書
の
特
色

と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

内
容
は
次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

第
一
章
・
〈
－
リ
語
の
字
母

第
二
章
連
声
・
同
化

第
三
章
名
詞
・
形
容
詞

第
四
章
代
名
詞

人
称
代
名
詞
、
指
示
代
名
詞
、
関
係
代
名
詞
、
疑
問
代

名
詞
、
不
定
代
名
詞
、
代
名
詞
的
形
容
詞

第
五
章
数
詞

第
六
章
動
詞概

説
、
動
詞
の
活
用
、
現
在
組
織
、
ア
オ
リ
ス
ト
組
織
、

完
了
組
織
、
未
来
組
織
、
受
動
調
、
状
況
調
、
使
役
動

詞
、
そ
の
他
の
動
詞
相
、
連
続
体
、
不
定
詞
、
分
詞

第
七
章
派
生
語

接
頭
辞
、
接
尾
辞

第
八
章
不
変
詞

副
詞
、
接
続
詞
、
感
嘆
詞
、
前
置
詞
、
不
変
化
詞

第
九
章
六
合
釈

第
十
章
格
の
用
法

付
録
Ｉ
梵
巴
声
音
変
化
対
照
表

付
録
Ⅱ
パ
ー
リ
語
諸
書
体

ま
ず
個
灸
の
問
題
点
か
ら
触
れ
て
い
き
た
い
。
文
法
的
に
一
番
の
特

色
は
、
動
詞
を
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
同
じ
く
十
種
に
分
類
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
従
来
の
パ
ー
リ
語
文
法
書
の
ほ
と
ん
ど
は
、
西
紀
前
三
世

紀
の
文
法
家
、
肉
④
ｇ
ご
印
口
騨
の
パ
ー
リ
語
文
典
に
従
っ
て
七
種
（
た
だ

し
冒
○
麗
昌
曽
四
の
．
ハ
ー
リ
語
文
典
で
は
七
種
の
う
ち
の
第
五
種
を
二

分
し
て
全
体
と
し
て
八
種
に
分
類
す
る
）
に
分
類
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で

弓
．
●
の
蒟
関
の
文
典
は
十
種
に
分
類
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
七
種

の
分
類
法
と
十
種
の
そ
れ
と
を
比
較
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

水
野
文
法
も
七
種
の
分
類
法
に
従
っ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
十
種
分
類

法
の
第
六
種
、
第
二
種
、
第
三
種
は
第
一
種
動
詞
の
中
へ
併
合
し
て
、
語

基
構
成
法
に
四
通
り
の
も
の
が
あ
る
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
文
法
的
に
は
い
ず
れ
で
も
よ
い
わ
け
で
あ
る
が
、
本
書
が
「
サ
ン
ス

ク
リ
ッ
ト
を
併
せ
て
学
習
す
る
も
の
を
考
慮
に
入
れ
て
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト

と
同
じ
よ
う
に
十
種
に
分
け
て
示
す
こ
と
に
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
よ
う
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に
、
こ
の
方
が
学
習
者
に
は
確
か
に
混
乱
を
招
く
こ
と
も
な
く
、
親
切
な

方
法
で
あ
ろ
う
。

サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
に
し
ろ
、
．
〈
－
リ
語
に
し
ろ
、
ア
オ
リ
ス
ト
は
鰻
も

難
解
な
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
・
ハ
ー
リ
語
文
法
は
、
ア
オ
リ

ス
ト
を
三
種
に
分
け
る
の
が
多
い
よ
う
で
あ
り
、
水
野
文
法
も
そ
れ
に
従

っ
て
い
る
。
し
か
し
本
書
で
は
⑦
①
侭
曾
の
分
類
に
従
っ
て
四
種
に
分
類

し
て
い
る
。
こ
の
両
者
を
比
較
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

水
野
博
士
は
「
厳
密
に
は
⑦
の
揖
日
の
如
く
第
一
種
を
二
つ
に
区
別
す

べ
き
で
あ
る
け
れ
ど
も
類
似
の
形
が
多
い
た
め
、
今
は
こ
れ
を
区
別
し
な

か
っ
た
」
と
述
ぺ
て
お
ら
れ
る
が
、
両
者
を
較
雫
へ
る
と
や
は
り
初
歩
的
学

習
者
に
重
き
を
置
く
の
で
あ
れ
ば
、
本
書
の
よ
う
に
区
別
し
て
示
し
て
あ

る
方
が
有
難
い
。

十種の現在語基構成法嚥種鳥分 類

｜」譜舞:熾脅→鶉音Ⅲ
I4語根+ya 3

6語根十a

l710語根+aya

2語根のまま

q語根十a
u 畳音変化

5語根+IJu(")4
Ⅱ

ヮ語根の最後の子音の前。
Iに抑制音を挿入十a，

生，

8語根十u 6

9語根+na(")5

３

て
も
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
や
パ
ー
リ
語
で
は
好
ん
で
用
い
ら
れ
、
こ
の
用

法
を
適
確
に
把
握
し
な
い
こ
と
に
は
、
文
章
を
正
し
く
理
解
で
き
な
い
も

の
で
あ
る
が
、
そ
の
構
成
法
を
説
明
す
る
の
み
で
、
そ
の
用
法
に
つ
い
て

の
説
明
も
最
少
限
は
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

六
合
釈
は
、
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
、
。
ハ
ー
リ
語
文
法
に
お
け
る
難
関
の
一

つ
で
あ
っ
て
、
六
合
釈
を
理
解
で
き
れ
ば
、
そ
の
大
半
を
マ
ス
タ
ー
し
た

こ
と
に
な
る
と
さ
え
言
わ
れ
、
訳
し
方
も
必
ず
し
も
一
通
り
に
限
定
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
も
な
く
、
文
章
の
前
後
関
係
よ
り
判
断
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
合
も
少
な
く
な
い
。
本
書
に
お
け
る
六
合
釈
の
章
は
用
例
も
か
な

り
あ
げ
ら
れ
て
い
て
比
較
的
詳
し
く
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
唯

一
つ
気
に
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
有
財
釈
の
と
こ
ろ
で
．
茸
℃
ロ
．

ロ
で
終
る
男
性
・
中
性
の
有
財
釈
は
、
た
び
た
び
‐
富
が
付
さ
れ
る
」
と

し
て

ず
い
ぼ
巨
営
○
冒
四
巳
冒
〕
Ｃ
冠
凹
望
罠
］
目
印
○
Ｉ
ず
い
彦
匡
』
〕
Ｐ
Ｑ
】
丙
○
（
Ｑ
①
印
Ｃ
）

四種の分類 三種の分類

箒…]霧-鶴i磯|語基aorist

…r,s上第三類|…r吋
lS1S－aOrlSt
、■

is-aorist第二類ig-aorist

つ
ぎ
に
動
詞
の
章
全
体
に
わ
た
っ
て

感
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
用
例
が
極

め
て
稀
に
し
か
挙
げ
ら
れ
て
い
な
い
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
も
簡
潔
を
旨
と
す
る

方
針
の
一
環
か
も
知
れ
な
い
が
、
と
く

に
願
望
法
（
○
冒
鼻
弓
の
）
、
の
ご
と
く
用

法
が
多
様
を
極
め
、
日
本
人
に
と
っ
て
、

そ
の
一
三
ア
ン
ス
を
把
握
す
る
こ
と
が

む
づ
か
し
い
法
な
ど
は
と
く
に
そ
の
必

要
性
を
痛
感
す
る
。
ま
た
分
詞
に
つ
い
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な
る
用
例
が
出
て
い
る
。
こ
の
場
合
ロ
伊
ａ
（
河
）
は
女
性
名
詞
で
あ
る

か
ら
「
男
性
・
中
性
の
有
財
釈
は
：
．
…
」
と
い
う
説
明
文
と
矛
盾
す
る
こ

と
と
な
る
。
こ
の
説
明
文
な
ら
ば
用
例
に
お
い
て
も
男
性
か
ま
た
は
中
性

名
詞
に
よ
る
有
財
釈
を
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し

か
し
用
例
に
女
性
名
詞
の
有
財
釈
が
出
て
い
る
ご
と
く
、
必
ず
し
も
男
性

・
中
性
に
限
定
さ
れ
る
雲
へ
き
も
の
で
は
な
く
、
実
際
は
女
性
名
詞
の
場
合

も
あ
り
得
る
。
ま
た
こ
の
場
合
に
付
さ
れ
る
接
尾
辞
は
単
に
‐
５
と
す
る

よ
り
も
、
‐
房
曾
ま
た
は
‐
ロ
厨
と
す
る
方
が
よ
り
適
切
な
の
で
は
な
か
ろ

う
か
。
さ
ら
に
コ
向
』
ロ
・
ロ
で
終
る
：
…
」
と
あ
る
が
、
こ
の
外
に
３
円

で
終
る
語
に
‐
房
四
》
‐
口
冨
の
語
が
付
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば

目
煙
国
十
日
ロ
欧
Ｉ
目
目
Ｐ
日
脚
目
○
死
せ
る
母
を
有
す
る
（
子
）
Ｉ
母

が
死
ん
だ
（
子
）

の
ご
と
く
で
あ
る
。
勿
論
国
Ｈ
で
終
る
語
の
場
合
は
少
な
い
け
れ
ど
も
、

や
は
り
例
が
あ
る
以
上
、
あ
げ
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
格
の
用
法
は
一
般
的
用
法
は
と
も
か
く
と
し
て
、
特
殊
な
用
法

は
日
本
人
に
と
っ
て
理
解
し
に
く
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
本
書
で
は

そ
れ
ぞ
れ
の
格
に
つ
い
て
、
幾
通
り
も
の
用
法
と
用
例
が
示
さ
れ
て
い

て
、
初
歩
的
学
習
者
に
と
っ
て
は
大
変
親
切
で
あ
る
。
し
か
し
独
立
於
格

Ｐ
Ｃ
Ｏ
鼻
茸
①
シ
冨
○
旨
３
）
と
独
立
属
格
（
⑦
の
ｐ
旨
く
①
少
尉
○
］
具
の
）
に
つ
い

て
は
、
如
何
な
る
形
が
独
立
於
格
で
あ
り
、
独
立
属
格
で
あ
る
か
の
説
明

が
な
い
。
例
え
ば
独
立
於
格
の
場
合

名
詞
（
ま
た
は
形
容
詞
、
代
名
詞
）
の
於
格
十
分
詞
の
於
格
の
形
で
両

者
、
性
、
数
に
お
い
て
も
一
致
し
、
原
因
、
譲
歩
、
時
、
反
意
、
条
件

な
ど
を
表
わ
す
副
文
的
役
割
を
果
す
。

と
で
も
説
明
す
れ
ば
判
り
よ
い
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
考
え
る
。

巻
末
に
は
付
録
と
し
て
「
梵
巴
声
音
変
化
対
照
表
」
が
付
さ
れ
て
い
る
。

従
来
よ
り
梵
巴
の
文
法
は
基
本
的
に
共
通
し
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実

で
あ
る
が
、
そ
の
顕
著
な
差
異
は
語
漿
の
発
音
・
綴
字
方
法
に
あ
っ
た
。

両
言
語
を
多
少
な
り
と
も
学
習
し
た
も
の
に
と
っ
て
は
、
そ
の
差
異
に
気

付
く
が
、
部
分
的
に
確
認
し
て
い
る
の
み
で
、
そ
の
全
貌
は
知
り
難
か
っ

た
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
水
野
文
法
で
は
約
二
十
頁
を
費
し
て
説
明
さ

れ
、
雲
井
辞
典
に
は
巻
末
に
こ
れ
を
表
に
し
て
出
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の

よ
う
な
表
は
音
の
転
化
、
同
化
、
異
化
な
ど
を
一
目
瞭
然
に
し
て
釘
る
こ

と
が
で
き
、
梵
巴
両
語
を
併
習
す
る
場
合
、
表
音
上
か
ら
両
言
語
の
間
に

設
け
ら
れ
て
い
る
壁
を
取
り
除
く
こ
と
の
で
き
る
も
の
と
し
て
、
有
意
義

で
あ
る
。

以
上
、
個
禽
の
点
に
つ
い
て
気
付
い
た
と
こ
ろ
を
述
尋
へ
て
来
た
の
で
あ

る
が
、
次
に
全
体
と
し
て
の
感
想
を
述
ぺ
て
み
よ
う
。

パ
ー
リ
語
は
、
完
全
な
文
法
を
誇
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
と
異
っ
て
、
文

法
に
完
全
さ
が
な
い
だ
け
に
多
く
の
特
例
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
れ
故
、
公

約
数
的
用
例
は
勿
論
の
こ
と
、
同
時
に
少
な
く
と
も
代
表
的
な
特
例
を
あ

げ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
と
こ
ろ
が
本
書
を
全
体
的
に
見
て
、
特
例
の
み

な
ら
ず
、
一
般
的
用
例
も
少
な
い
の
は
簡
潔
を
モ
ッ
ト
ー
と
し
た
た
め
で

あ
ろ
う
が
、
最
少
限
の
用
例
は
、
や
は
り
出
し
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
見
方
を
変
え
れ
ば
、
本
書
は
パ
ー
リ
語
の
授
業
の
教
科
書
と
し

て
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
著
者
の
第
一
の
意
図
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
。
教
授
者
は
こ
の
テ
キ
ス
ト
を
骨
と
し
て
、
そ
こ
へ
さ
ら
に
詳
し
い
説

明
を
加
え
、
用
例
を
示
し
、
練
習
問
題
を
課
す
な
ど
の
肉
付
け
を
す
る
こ
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と
が
必
要
で
あ
る
。
学
習
者
は
そ
れ
に
よ
っ
て
単
に
受
動
的
な
学
習
に
止 

ま
ら
ず
、
能
動
的
な
学
習
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
学
習
者 

は
、
こ
の
書
に
自
由
に
書
き
込
み
、
各
自
の
学
習
に
よ
っ
て
、
独
自
の
文 

法
書
を
作
り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
意
味
で
本
書
は
学
習
者
側
の 

主
体
性
に
期
待
を
込
め
た
文
法
書
と
言
え
よ
う
。
本
書
の
特
色
の
一
っ
と 

し
て
行
間
が
広
く
、
余
白
の
多
い
こ
と
も
、
そ
う
し
た
こ
と
を
考
慮
に
入 

れ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
先
に
述
べ
た
批
判
は
氷
解
す
る
こ

と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
利
点
は
、
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
、
し
か
も
読
み
易 

い
た
め
に
、
パ
ー
リ
語
諸
研
究
者
で
も
、
文
法
辞
典
と
し
て
常
に
座
右
に 

置
い
て
活
用
出
来
る
便
利
さ
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
点
で
、
ま
こ
と
に
好
適
な
パ
ー
リ
語
文
典
で
あ
り
、
そ
の 

出
版
に
敬
意
を
捧
げ
る
も
の
で
あ
る
。

(
昭
和
五
十
二
年
二
月
清
水
弘
文
堂
刊A 5
版

ー

、
五〇

〇
円)
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