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中
国
に
て
布
教
活
動
を
行
っ
た
欧
米
人
宣
教
師
の
書
い
た
書
物
に

は
、
今
日
読
み
返
し
て
も
価
値
の
あ
る
著
作
が
、
ま
だ
多
く
埋
も
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
英
国
教
会
伝
道
教
会（C

hurch M
issionary Society

）

か
ら
中
国
に
派
遣
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
、
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ウ
ォ

ル
シ
ュ
が
一
九
〇
七
年
に
ロ
ン
ド
ン
で
刊
行
し
た
本
書
も
、
そ
の
一
つ

で
あ
る
。

　

原
題
はW

ays that are D
ark: Som

e Chapters on Chinese Etiquette 
and Social Procedure･

で
あ
る
が
、
表
題
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
印
象
か
ら
か
、
本
国
で
は
好
評
を
博
し
た
著
作
と
は
な
ら
な
か
っ

た
よ
う
で
あ
る
。
邦
訳
に
際
し
て
は
、
訳
者
の
田
口
氏
が
内
容
に
即
し

て
『
清
国
作
法
指
南
』
と
大
胆
に
改
編
さ
れ
た
。
こ
れ
は
正
し
い
判
断

で
、
こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
で
も
多
く
の
読
者
を
獲
得
す
る
も
の
と
思
わ

れ
る
。

イ
ギ
リ
ス
人
宣
教
師
の
見
た

清
末
の
中
国
社
会

西
澤　

治
彦

Book Review

四六判　324頁
平凡社［2940円］

　

評
者
は
、
長
年
来
、
中
国
人
の
身
体
技
法
や
宴
会
儀
礼
に
関
心
を
よ

せ
て
き
た
が
、
近
年
は
清
末
の
蘇
北
に
お
け
る
宣
教
師
の
布
教
活
動
に

関
し
て
調
査
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
の
で
、
本
書
を
非
常
に
興
味

深
く
読
ん
だ
。
ま
た
文
化
人
類
学
を
専
門
と
す
る
者
と
し
て
も
、
宣
教

師
に
よ
る
「
文
化
の
記
述
」
と
い
う
観
点
か
ら
も
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え

さ
せ
ら
れ
る
著
作
で
あ
る
。

･･

著
者
の
詳
し
い
履
歴
や
著
作
活
動
に
つ
い
て
は
、
本
書
の
「
解
説
」

に
譲
る
が
、
一
八
九
五
年
頃
に
紹
興
に
派
遣
さ
れ
、
一
時
帰
国
し
た
後
、

一
八
九
九
年
に
妻
子
を
連
れ
て
上
海
に
戻
り
、
西
洋
文
献
の
漢
訳
に
従

事
、
一
九
〇
六
年
頃
に
帰
国
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
彼
の
滞
在
経
験
は

紹
興
と
上
海
に
限
ら
れ
、
そ
の
期
間
も
一
〇
年
間
と
、
宣
教
師
と
し
て

は
決
し
て
長
い
と
は
言
え
な
い
。
そ
う
し
た
中
で
こ
れ
だ
け
の
観
察
を

な
し
得
た
の
は
鋭
い
観
察
眼
の
持
ち
主
と
い
え
る
。

Ｗ
・
Ｇ
・
ウ
ォ
ル
シ
ュ
著
／
田
口
一
郎
訳

清
国
作
法
指
南

外
国
人
の
た
め
の
中
国
生
活
案
内
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こ
れ
に
は
、
中
国
伝
道
の
開
始
（
一
八
〇
七
年
）
か
ら
数
え
て

一
〇
〇
年
近
い
伝
道
の
歴
史
の
蓄
積
と
、
鴉
片
戦
争
や
義
和
団
事
件
な

ど
を
経
て
、
段
階
的
に
布
教
の
「
自
由
」
が
認
め
ら
れ
、
宣
教
師
ら
が

大
挙
し
て
内
陸
部
へ
と
入
っ
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
時
代
的

な
背
景
も
あ
る
。
な
お
、
佐
伯
好
郎
は
、
中
国
に
お
け
る
プ
ロ
テ
ス
タ

ン
ト
の
布
教
活
動
を
、
第
一
期
（
モ
リ
ソ
ン
の
伝
道
か
ら
一
八
六
〇
年
の

天
津
条
約
ま
で
）、
第
二
期
（
一
九
〇
〇
年
の
義
和
団
事
件
ま
で
）、
第
三
期

（
義
和
団
事
件
以
降
）
と
分
け
、
諸
条
約
の
締
結
の
度
に
、
布
教
活
動
も

新
た
な
展
開
を
迎
え
た
と
し
て
い
る
（『
清
朝
基
督
教
の
研
究
』
春
秋
社
、

一
九
四
九
）。
佐
伯
の
区
分
に
従
う
な
ら
、
ウ
ォ
ル
シ
ュ
は
、
布
教
活
動

が
一
段
と
活
発
に
な
っ
た
、
第
二
期
か
ら
第
三
期
へ
の
転
換
期
に
、
沿

海
部
の
開
港
都
市
に
滞
在
し
た
こ
と
に
な
る
。

　

著
者
の
中
国
文
明
に
対
す
る
ス
タ
ン
ス
は
、
初
期
の
頃
の
宣
教
師
の

よ
う
な
傲
慢
さ
は
み
ら
れ
ず
、
ほ
ぼ
フ
ェ
ア
ー
と
い
え
る
。
と
は
い

え
、
所
詮
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
の
た
め
の
中
国
研
究
で
し
か
な
い
。

実
際
、「
ま
え
が
き
」
に
よ
れ
ば
、
本
書
は
、
中
部
中
国
宣
教
師
協
会

（M
id-C

hina C
hurch M

issionary C
onference

）
の
求
め
に
応
じ
て
、
新
任

宣
教
師
の
た
め
の
手
引
き
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

手
引
き
だ
け
に
、
扱
っ
て
い
る
内
容
は
多
岐
に
わ
た
る
。
即
ち
、
適

切
な
服
装
や
振
る
舞
い
、
役
人
や
名
士
へ
の
訪
問
の
仕
方
、
慶
事
や
忌

中
の
訪
問
、
外
国
人
女
性
の
地
方
訪
問
、
漢
語
教
師
や
使
用
人
へ
の
接

し
方
、
宴
会
の
作
法
、
結
婚
披
露
宴
、
誕
生
祝
い
、
土
地
の
購
入
や
家

の
賃
貸
、
礼
拝
堂
の
設
立
、
財
産
の
譲
渡
、
心
付
け
と
寄
付
、
泥
棒
や

火
事
へ
の
対
応
、
宗
教
上
の
脅
迫
へ
の
対
応
、「
民
族
衣
装
」
を
着
る

べ
き
か
、
吉
日
と
凶
日
、
葬
式
の
習
慣
、
諸
条
約
と
キ
リ
ス
ト
教
、
な

ど
と
な
っ
て
い
る
。

　

身
な
り
や
挨
拶
で
い
う
と
、
杖
を
持
つ
こ
と
は
中
国
で
は
乞
食
（
野

良
犬
を
追
い
払
う
た
め
に
「
打
狗
棒
」
を
持
ち
歩
い
て
い
る
）
と
間
違
え
ら

れ
る
こ
と
と
と
か
、
相
手
の
年
齢
に
よ
っ
て
態
度
を
変
え
る
必
要
が
あ

り
、
外
で
目
上
の
人
に
会
っ
た
ら
眼
鏡
を
外
し
て
挨
拶
す
る
、
な
ど
当

時
の
習
慣
が
窺
い
知
れ
る
記
述
も
多
い
。
人
と
人
と
の
挨
拶
の
動
作
と

し
て
は
、「
打
拱
」「
作
揖
」「
打
千
」「
叩
頭
」
な
ど
が
あ
り
、
こ
れ
ら

は
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
鞠
躬
」
の
こ
と
と
推
測

さ
れ
る
「
お
辞
儀
」
を
す
る
場
面
も
し
ば
し
ば
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
跪

く
姿
勢
は
、
事
例
は
少
な
い
が
人
の
前
（
新
郎
が
招
待
状
を
届
け
る
際
・

高
齢
者
の
誕
生
祝
い
）
と
、
神
仏
の
前
（
寿
星
の
絵
・
寺
院
内
・
祖
先
な
ど
）

の
両
方
に
取
ら
れ
て
い
た
。
片
膝
つ
き
（
使
用
人
が
主
人
に
対
し
て
）
も

あ
る
。
神
仏
や
棺
に
対
し
て
は
、
跪
の
姿
勢
か
ら
平
伏
の
姿
勢
も
取
ら

れ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

宴
会
儀
礼
も
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
著
者
は
中
国
人
の
宴
会
を

よ
く
理
解
し
て
お
り
、
主
人
・
主
客
・
陪
客
ら
の
関
係
も
き
ち
ん
と
把
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握
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
で
取
る
べ
き
態
度
が
示
さ
れ
て
い
る
。
全
体

と
し
て
は
、
当
時
、
全
国
で
行
わ
れ
た
宴
会
儀
礼
に
沿
っ
た
も
の
で
あ

る
が
、
散
見
さ
れ
る
偏
差
は
、
江
南
に
お
け
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一

つ
と
し
て
、
貴
重
な
デ
ー
タ
と
な
っ
て
い
る
。
八
仙
卓
で
の
座
順
を
、

木
目
か
卓
の
繋
ぎ
目
が
、
部
屋
の
入
り
口
に
平
行
し
て
い
る
か
否
か
に

よ
っ
て
、
二
タ
イ
プ
紹
介
し
て
い
る
。
木
目
と
い
う
と
奇
異
な
感
じ
を

受
け
る
が
、「
長
卓
」
を
二
つ
合
せ
て
使
用
し
た
場
合
（
こ
れ
を
「
和
合
卓
」

と
呼
ん
だ
）
と
解
釈
す
る
と
、
合
点
が
い
く
。
長
卓
の
場
合
、
木
目
は

長
辺
に
沿
う
も
の
だ
し
、
長
辺
が
上
座
と
な
る
か
ら
だ
。
ま
た
二
つ
の

タ
イ
プ
は
、
古
代
か
ら
あ
る
南
北
軸
と
東
西
軸
の
こ
と
で
、
当
時
、
依

然
と
し
て
東
西
軸
の
座
順
も
使
わ
れ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、

食
べ
か
す
の
置
き
方
や
、
先
に
食
事
を
終
え
た
者
が
箸
を
碗
の
上
に
置

く
仕
草
（
こ
れ
を
「
横
箸
」
と
言
っ
た
）
な
ど
も
詳
し
く
記
さ
れ
て
、
興

味
深
い
。

　

冠
婚
葬
祭
の
中
で
は
、
特
に
葬
儀
に
つ
い
て
詳
し
く
記
さ
れ
て
お

り
、
そ
の
内
容
は
新
任
宣
教
師
へ
の
手
引
き
書
と
し
て
の
レ
ベ
ル
を
超

え
て
、
民
俗
学
的
と
も
い
え
る
。
こ
れ
は
事
前
に Journal of the China 

Branchi of the R
oyal Asiatic Socsiety

に
投
稿
さ
れ
た
論
文
が
ベ
ー
ス
と

な
っ
て
お
り
、
本
書
の
中
で
は
特
異
な
章
と
な
っ
て
い
る
。
著
者
が
こ

れ
ほ
ど
ま
で
に
中
国
の
葬
送
儀
礼
に
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
盛
大
な
葬

儀
に
象
徴
さ
れ
る
中
国
人
の
利
己
主
義
や
競
争
心
を
理
解
す
る
こ
と

は
、
中
国
の
国
民
性
を
知
る
上
で
不
可
欠
で
あ
る
、
と
考
え
た
か
ら
で

あ
る
。

　

こ
の
葬
送
儀
礼
を
は
じ
め
と
し
て
、
民
俗
の
多
く
は
、
時
に
北
京
へ

の
言
及
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
著
者
が
滞
在
し
た
紹
興
や
寧
波
の
事
例

で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
本
書
に
は
、
江
南
の
人
間
の
「
江
北
」（
長

江
以
北
の
人
間
）
に
対
す
る
差
別
的
表
現
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
風
俗
習
慣
の
記
述
も
貴
重
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
関

心
す
る
の
は
、
著
者
が
中
国
社
会
の
し
く
み
を
解
き
明
か
し
、
さ
ら
に

新
任
宣
教
師
ら
に
対
し
て
、
そ
う
し
た
社
会
で
の
「
世
渡
り
」
の
仕
方

ま
で
書
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
男
女
関
係
で
い
え
ば
、
女
性
宣
教
師
へ

の
ア
ド
バ
イ
ス
と
し
て
、
男
性
信
者
と
は
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
距
離

を
置
く
べ
き
こ
と
、
特
に
地
方
を
訪
問
す
る
際
に
は
、
服
装
も
肌
を
隠

し
て
地
味
に
し
、
中
国
人
女
性
を
つ
け
る
こ
と
、
と
し
て
い
る
。

　

新
し
い
土
地
に
赴
任
し
た
ら
、
そ
の
土
地
の
役
人
や
名
士
を
表
敬
訪

問
し
、
関
係
を
築
い
て
お
く
こ
と
の
重
要
性
を
説
き
、
具
体
的
な
訪
問

の
仕
方
を
指
南
し
て
い
る
。
こ
れ
を
怠
る
と
、
ト
ラ
ブ
ル
に
巻
き
込
ま

れ
た
時
に
支
持
を
得
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
逆
に
ひ
ど
い
仕
打
ち
を

受
け
か
ね
な
い
、
と
い
う
指
摘
は
、
現
在
中
国
社
会
の
「
関
係
」
の
重

要
性
に
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
漢
語
教
師
や
使
用
人
に
対
す
る
接

し
方
も
、
相
手
に
応
じ
て
相
応
の
態
度
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
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う
ア
ド
バ
イ
ス
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
中
国
に
お
け
る
社
会
階
層
の
深
度

の
深
さ
の
反
映
で
も
あ
る
。
こ
の
ほ
か
、
地
区
の
世
話
役
（「
地
保
」）

へ
の
寄
付
、
城
門
の
守
衛
に
対
す
る
心
付
け
を
は
じ
め
と
し
て
、
さ
ま

ざ
ま
な
慈
善
事
業
に
対
す
る
寄
付
も
、
た
と
え
そ
れ
が
名
目
通
り
に
使

わ
れ
な
い
と
し
て
も
、
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
、
と
し
て
い
る
。
火
事

や
泥
棒
に
あ
っ
た
際
の
対
処
法
も
実
践
的
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
な
る

と
、
そ
れ
ま
で
の
布
教
の
経
験
を
経
て
、
た
だ
大
衆
を
相
手
に
福
音
を

説
く
の
で
は
な
く
、
中
国
社
会
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
理
解
し
、
社
会
階

層
の
上
位
に
位
置
す
る
者
の
力
を
う
ま
く
活
用
す
る
術
を
身
に
つ
け
て

い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。

　

宣
教
師
な
ら
で
は
の
複
雑
な
人
間
関
係
と
し
て
は
、
中
国
人
改
宗
者

と
の
関
係
が
あ
る
。
即
ち
、「
宗
教
的
迫
害
の
真
相
」
と
も
い
う
べ
き

章
に
、
こ
の
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
信
徒
に
対
し
て
は
同
情
せ
ざ

る
を
得
な
い
と
い
う
牧
師
の
弱
み
に
つ
け
込
み
、
宗
教
上
の
迫
害
を
受

け
た
と
偽
っ
て
私
的
な
事
件
の
解
決
に
外
国
人
宣
教
師
の
力
を
得
よ
う

と
す
る
者
が
後
を
絶
た
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
訴
え
に
対

し
て
は
、慎
重
に
対
応
し
て
極
力
巻
き
込
ま
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、

自
分
の
中
国
人
助
手
に
も
関
与
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ
る
と
し

て
い
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
が
発
生
す
る
背
景
に
は
、
外
国
人
宣
教
師
は
条
約
に

よ
っ
て
保
護
さ
れ
た
身
分
で
あ
り
、
彼
ら
に
よ
る
介
入
は
そ
れ
だ
け
で

政
治
的
な
力
と
な
り
得
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
中
国
人
に
と
っ
て

も
、
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
す
る
こ
と
は
、
外
国
人
に
準
じ
る
ス
テ
ー
タ

ス
を
得
る
意
味
合
い
が
あ
っ
た
。

　

好
ん
で
中
国
服
を
着
た
が
る
宣
教
師
に
対
し
て
、
そ
の
愚
を
説
く
く

だ
り
も
的
を
射
て
い
る
。
宣
教
師
が
住
む
家
や
、
教
会
建
設
に
と
も
な

う
、
家
に
賃
貸
、
土
地
の
購
入
、
礼
拝
堂
の
設
立
な
ど
の
際
に
必
要
と

な
る
中
国
の
慣
習
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
観
察
や
分
析
は
、

長
期
間
、
中
国
に
滞
在
し
、
布
教
（
民
国
期
に
な
る
と
社
会
改
革
を
手
助

け
す
る
と
い
う
使
命
も
加
わ
る
）
と
い
う
目
的
を
持
っ
て
活
動
し
て
い
る

宣
教
師
な
ら
で
は
の
視
点
が
窺
え
る
。

　

異
文
化
を
研
究
す
る
文
化
人
類
学
で
は
、
一
八
九
〇
年
代
以
降
、
調

査
や
民
族
誌
の
あ
り
よ
う
を
巡
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
内
省
的
な
議
論
が

な
さ
れ
て
き
た
。
社
会
科
学
を
目
指
す
人
類
学
に
と
っ
て
は
、
宣
教
師

の
残
し
た
記
録
は
、
批
判
さ
れ
る
べ
き
、
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
対
象

と
し
て
し
か
位
置
づ
け
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
本
書
を
読
む

と
、
宣
教
師
な
ら
で
は
の
視
点
に
基
づ
く
記
述
の
部
分
は
、
人
類
学
者

の
書
く
民
族
誌
を
超
え
て
い
る
と
も
い
え
る
。
人
類
学
と
し
て
も
、
宣

教
師
ら
の
残
し
て
き
た
仕
事
を
、
一
概
に
批
判
す
る
の
で
は
な
く
、
評

価
す
べ
き
点
は
再
評
価
し
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

と
は
い
え
、
本
書
に
は
や
は
り
限
界
も
あ
る
。
そ
れ
が
明
確
に
現
れ
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て
い
る
の
が
、終
章
の
「
諸
条
約
と
キ
リ
ス
ト
教
」
で
あ
る
。
例
え
ば
、

南
京
条
約
に
よ
っ
て
、
身
分
や
信
仰
の
別
な
く
両
国
の
臣
民
の
権
利
が

保
障
さ
れ
、
宣
教
師
は
自
由
に
中
国
を
旅
行
し
、
教
義
を
広
め
る
こ
と

が
で
き
、
同
様
に
中
国
の
哲
学
者
も
英
国
で
儒
教
の
教
え
を
広
め
る
こ

と
が
可
能
に
な
っ
た
、
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
後
半
部
分
は
現
実
に
は

あ
り
得
な
い
。
ま
た
外
国
人
に
与
え
ら
れ
た
自
由
が
、
指
定
さ
れ
た
五

港
に
限
定
さ
れ
る
の
か
否
か
の
解
釈
も
、
英
国
側
の
都
合
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
部
分
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
動
向
も
織
り
交
ぜ
ら
れ
て
お
り
、

宣
教
師
の
側
か
ら
の
条
約
の
解
釈
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。

　

現
実
に
は
、内
地
会
（C

hina Inland M
isson

、一
八
六
七
年
に
ハ
ド
ソ
ン
・

テ
ー
ラ
ー
に
よ
っ
て
設
立
）
が
、
力
ず
く
で
五
港
以
外
で
の
布
教
活
動
を

敢
行
し
、
な
し
崩
し
的
に
内
陸
部
に
入
り
込
ん
で
い
く
。
こ
う
し
た
強

行
姿
勢
が
、
一
九
〇
〇
年
の
義
和
団
事
件
を
招
い
た
と
も
い
え
る
が
、

皮
肉
な
こ
と
に
、
事
件
以
降
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
活
動
は
、
さ
ら
に

中
国
全
土
に
お
い
て
活
発
化
す
る
。

　

泥
棒
に
入
ら
れ
て
も
、
捕
ま
え
よ
う
と
は
せ
ず
、
追
い
返
し
た
上
で
、

後
に
、「
当
局
の
保
護
の
約
束
」
を
縦
に
、
役
所
に
訴
え
て
盗
ま
れ
た

財
産
を
取
り
返
せ
ば
い
い
、
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス
を
し
て
い
る
如
く
、

宣
教
師
ら
は
、
条
約
に
よ
る
保
護
を
、
布
教
活
動
の
み
な
ら
ず
、
日
常

生
活
の
権
利
に
お
い
て
も
最
大
限
に
活
用
し
て
い
た
。

　

本
書
に
は
、『
礼
記
』
を
は
じ
め
と
し
て
、『
中
庸
』『
大
学
』『
論
語
』

な
ど
、
四
書
五
経
か
ら
の
引
用
（
と
推
測
さ
れ
る
も
の
も
含
め
）
が
い
く

つ
か
見
ら
れ
る
。
著
者
の
解
釈
に
は
読
み
間
違
い
が
あ
る
も
の
の
、
当

時
、
四
書
の
紹
介
も
進
ん
で
、
宣
教
師
に
と
っ
て
こ
れ
ら
の
儒
教
の
経

典
へ
の
理
解
は
も
は
や
「
常
識
」
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
訳
者

は
中
国
の
古
典
に
精
通
し
て
い
る
だ
け
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
引
用
の
原

典
も
訳
注
で
触
れ
ら
れ
て
お
り
、
重
宝
す
る
。
索
引
も
、
原
著
の
倍
以

上
に
項
目
が
増
や
さ
れ
、
詳
細
で
あ
る
。
訳
文
も
こ
な
れ
て
い
て
読
み

や
す
く
、
訳
者
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
た
い
。
な
お
、
原
著
は
、
現
在
、
リ

プ
リ
ン
ト
版
が
複
数
出
て
お
り
、
ア
マ
ゾ
ン
な
ど
で
手
頃
な
値
段
で
入

手
で
き
る
が
、
何
よ
り
も
こ
う
し
た
名
著
が
日
本
語
で
読
め
る
よ
う
に

な
っ
た
と
い
う
の
は
、
あ
り
が
た
い
こ
と
で
あ
る
。

（
に
し
ざ
わ
・
は
る
ひ
こ　

武
蔵
大
学
）


