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本
書
の
原
題
は
『
漢
帝
国
之
遺
産
―
―
漢
鬼
考
』
と
い
う
。
実
は
こ

の
副
題
に
い
う
「
漢
鬼
」
が
本
書
の
キ
ー
ワ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
、
監
訳
者
で
あ
る
三
浦
國
雄
氏
が
あ
と
が
き
で
紹
介
す
る
話
が
お

も
し
ろ
い
。
三
浦
氏
は
、
著
者
の
姜
生
氏
の
招
き
で
成
都
に
長
期
滞
在

し
て
い
た
。
姜
生
氏
は
、
公
の
席
で
し
ば
し
ば
「
漢
鬼
（
漢
代
の
死
者
）

は
宋
鬼
な
ど
に
比
べ
て
は
る
か
に
幸
せ
だ
っ
た
」
と
発
言
し
た
。
こ
の

発
言
を
聞
い
た
三
浦
氏
は
、「「
宋
鬼
」
が
「
不
幸
」
な
の
は
、
も
し
か

し
て
朱
子
学
が
鬼
神
を
「
気
」
に
還
元
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
指
す
の

か
な
と
思
っ
た
も
の
の
、「
漢
鬼
」
が
な
ぜ
ハ
ッ
ピ
ー
だ
っ
た
の
か
分

か
ら
」
な
か
っ
た
と
い
う
。
そ
ん
な
疑
問
が
三
浦
氏
の
ス
タ
ー
ト
に
あ

り
、「
本
書
を
皆
さ
ん
と
訳
し
終
え
、
よ
う
や
く
氏
［
姜
生
］
の
真
意

が
理
解
で
き
た
よ
う
に
思
う
」
と
書
い
て
お
ら
れ
る
。

　

本
書
を
一
読
し
た
だ
け
の
私
は
、「
漢
鬼
」
が
ハ
ッ
ピ
ー
な
理
由
を

漢
の
死
者
は
ハ
ッ
ピ
ー
だ
っ
た
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少
し
わ
か
っ
て
き
た
感
じ
が
し
て
い
る
程
度
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
姜
生

氏
の
議
論
が
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
側
面
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ

の
原
因
は
お
そ
ら
く
、
論
証
資
料
と
し
て
の
画
像
の
多
用
、
解
釈
抜
き

の
古
典
籍
の
原
文
の
多
用
、
そ
れ
に
彼
一
流
の
饒
舌
な
文
体
、
そ
し
て

彼
の
提
示
す
る
発
想
の
転
換
に
不
慣
れ
な
こ
と
、
な
ど
に
あ
る
の
だ

ろ
う
。
そ
の
点
、
訳
者
（
鈴
木
舞
・
矢
島
明
希
子
・
富
田
美
智
江
・
名
和

敏
光
・
森
和
・
宮
島
和
也
・
内
山
直
樹
の
諸
氏
）
の
学
恩
に
あ
ず
か
っ
て
、

六
五
〇
ペ
ー
ジ
を
超
え
る
彼
の
饒
舌
な
文
章
を
平
易
な
日
本
語
で
読
む

こ
と
が
で
き
る
の
は
僥
倖
で
あ
る
。
大
量
に
あ
る
引
用
古
典
籍
の
原
文

も
、
丁
寧
な
現
代
日
本
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
望
外
の
喜
び

で
あ
り
、
訳
者
の
苦
労
が
し
の
ば
れ
る
。
私
は
、
姜
生
氏
が
来
日
し
た

と
き
に
話
を
聞
い
た
り
通
訳
し
た
り
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
ま
る
で
一

知
半
解
だ
っ
た
。
原
書
も
な
か
な
か
に
難
物
で
、
簡
単
に
手
が
伸
び
な

姜
生
著
／
三
浦
國
雄
・
田
訪
監
訳

漢
帝
国
の
遺
産

道
教
の
勃
興
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か
っ
た
。
こ
れ
で
や
っ
と
彼
の
提
示
す
る
発
想
の
転
換
が
私
に
も
理
解

で
き
た
。
ま
ず
は
訳
者
の
方
々
の
ご
苦
労
に
感
謝
の
意
を
表
し
た
い
。

　

本
書
の
内
容
と
特
長
を
紹
介
す
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
そ
の

キ
ー
ワ
ー
ド
の
「
漢
鬼
」
か
ら
す
れ
ば
、
本
書
は
漢
代
の
死
生
観
な
い

し
宗
教
観
に
関
す
る
議
論
だ
と
わ
か
る
。「
鬼き

」
は
、
言
う
ま
で
も
な

く
日
本
で
い
う
「
鬼お

に

」
で
は
な
く
、
死
者
の
こ
と
で
あ
る
。「
漢
鬼
」

が
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
は
、
死
と
い
う
人
生
の
終
結
だ
け
で
は
な
く
、

不
死
の
「
仙
」
へ
の
変
容
の
開
始
だ
と
い
う
。
だ
か
ら
漢
人
に
と
っ
て

「
鬼
」
は
、
自
己
の
生
命
の
価
値
で
あ
り
意
味
の
主
体
で
あ
る
。
そ
し

て
「
鬼
」
か
ら
「
仙
」
と
な
る
の
は
、「
終
極
存
在
へ
と
方
向
づ
け
ら

れ
た
生
命
の
抜
擢
過
程
」
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
漢
人
に
と
っ
て
死
後

の
世
界
は
、
生
命
へ
の
復
帰
で
あ
り
、
生
前
に
理
想
と
し
た
神
々
や
聖

賢
と
と
も
に
暮
ら
す
場
所
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
こ
は
新
し
い
希

望
と
生
気
に
満
ち
て
お
り
、
ハ
ッ
ピ
ー
な
の
で
あ
る
。

　
「
宋
鬼
」
を
例
示
す
る
と
や
や
こ
し
く
な
る
の
で
、
魏
晋
の
人
々
と

比
較
す
る
と
わ
か
り
や
す
い
。
魏
晋
の
人
々
は
仏
教
や
神
仙
道
教
の
も

と
で
暮
ら
し
て
い
た
。
魏
晋
の
道
教
で
は
、「
仙
」
と
な
る
に
は
修
行

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
仏
教
で
は
、
地
下
の
冥
府
は
道
を
失
っ
た
者

に
懲
罰
を
加
え
る
場
所
（
地
獄
）
と
さ
れ
た
。
こ
の
比
較
に
よ
り
、
漢

と
魏
晋
の
死
後
が
比
べ
よ
う
も
な
い
ほ
ど
相
違
す
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。

　

漢
鬼
の
思
想
で
は
、
人
は
死
後
に
「
仙
」
と
な
り
、
過
去
に
存
在
し

て
今
は
「
仙
」
と
な
っ
た
神
仙
の
隊
伍
に
選
抜
さ
れ
る
。
そ
の
神
仙
と

は
、
儒
家
的
な
人
生
を
生
き
抜
い
た
人
々
、
つ
ま
り
孝
子
・
節
女
・
烈

士
・
忠
臣
・
明
主
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
生
前
に
聖
人
が
書

い
た
徳
目
を
実
践
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
漢
鬼
の
思

想
は
、
現
世
で
の
儒
家
道
徳
の
実
践
が
死
後
の
神
仙
化
と
結
び
付
け
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

死
後
に
「
鬼
」
か
ら
「
仙
」
に
な
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
ん
な
過

程
な
の
か
。
そ
の
過
程
は
一
種
の
宗
教
儀
礼
で
あ
り
、
肉
体
の
変
容
と

し
て
の
「
尸し

か
い解
」
で
あ
る
。「
尸
解
」
と
聞
く
と
、
の
ち
の
道
教
で
昇

仙
す
る
者
が
み
ず
か
ら
の
肉
体
を
服
や
靴
な
ど
に
託
し
て
残
す
こ
と
を

想
起
す
る
が
、
漢
鬼
の
尸
解
は
そ
う
で
は
な
く
、
肉
体
へ
の
操
作
と
変

容
で
あ
り
、
厳
密
な
順
次
を
備
え
て
い
た
。
馬
王
堆
一
号
墓
の
四
重
棺

と
Ｔ
型
帛
画
は
そ
の
表
象
で
あ
る
。「
尸
解
」
を
も
た
ら
す
の
が
「
漢

墓
」
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
漢
墓
」
は
単
純
な
墓
葬
の
場
で
は
な
く

「
煉れ

ん
け
い形
の
宮
」
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
漢
代
の
墓
は
、
死
者
が
新
た
な
生

命
へ
と
抜
け
出
る
儀
礼
装
置
で
あ
り
、
墓
の
建
築
や
埋
葬
品
は
、
そ
の

装
置
の
パ
ー
ツ
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
漢
代
の
墓
の
建
築
や
墓
内
の
画
像
な
ど
に
携
わ
っ
た

人
々
は
、
た
だ
の
画
家
・
職
人
で
は
な
く
、
儒
家
の
思
想
と
信
仰
を
持
っ

た
「
儒
生
」（
儒
家
の
徒
）
だ
っ
た
。
彼
ら
は
現
世
と
死
後
と
を
連
続
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し
た
全
体
と
み
な
し
、
死
後
世
界
で
夏
殷
周
三
代
以
来
の
聖
賢
や
英
雄

が
「
仙
」
と
な
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
と
い
う
信
仰
を
持
ち
、
そ
れ
を
墓

の
画
像
に
示
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
現
世
の
人
々
に
儒
家
と
し
て
の

崇
高
な
未
来
志
向
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
儒
生
の
あ
り
方
は
、
漢
代
以
前
の
儒
家
と
は
違
う
。
漢

の
儒
家
は
、
生
前
に
忠
・
孝
・
節
・
義
と
い
っ
た
「
徳
」
を
つ
と
め
て

お
こ
な
う
「
力
」
を
持
っ
た
者
が
、
死
後
に
仙
に
な
る
と
い
う
規
範
を

考
え
だ
し
た
。『
春
秋
左
氏
伝
』
隠
公
十
一
年
に
「
徳
を
度は

か

っ
て
処
し
、

力
を
量は

か

っ
て
行
な
う
」
と
あ
り
、
こ
れ
が
彼
ら
の
い
う
「『
春
秋
』
の

大
義
」
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
儒
教
は
、
董
仲
舒
ら
の
「
儒
術
独
尊
」

の
努
力
を
経
て
、
前
漢
末
ま
で
に
は
、
神
仙
・
方
術
・
災
異
思
想
と
融

合
し
、
経
義
を
付
会
し
た
讖
緯
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、

儒
家
の
社
会
的
理
想
、
黄
老
道
、
死
後
に
昇
仙
す
る
と
い
う
仙
鬼
信
仰

と
が
結
合
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
。

　

こ
の
結
合
は
、
漢
以
前
の
諸
子
の
あ
り
方
と
も
違
う
。
矛
盾
に
も
似

た
こ
の
思
想
的
現
象
は
、
ど
う
し
て
起
こ
っ
た
の
か
。
長
期
の
混
乱
を

経
て
、
国
家
が
大
一
統
し
て
い
く
時
代
、「
徳
」
と
「
力
」
が
必
要
と

さ
れ
た
現
実
社
会
の
要
求
に
駆
ら
れ
て
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。
漢
鬼
の

信
仰
に
よ
り
、
衆
人
は
心
を
地
下
世
界
に
委
ね
、
死
と
生
を
同
一
視

で
き
た
。
こ
う
し
た
信
心
が
「
漢
・
唐
の
「
軍
心
」「
忠
心
」
の
精
神

構
造
に
お
い
て
内
在
的
な
支
柱
作
用
を
果
た
し
た
」、
つ
ま
り
「
中
国
」

が
世
界
史
的
な
大
帝
国
を
築
き
あ
げ
た
人
的
な
パ
ワ
ー
の
源
だ
っ
た
、

と
い
う
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
観
点
を
証
明
、
分
析
す
る
資
料
は
、
お
の
ず
と
墓
葬
の
建
築

や
画
像
や
埋
葬
品
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、
こ
れ
ら

の
視
覚
材
料
を
一
つ
一
つ
個
別
に
検
討
し
て
き
た
が
、
本
書
で
は
そ
れ

ら
を
「
煉
形
の
宮
」
に
お
け
る
儀
礼
過
程
に
位
置
づ
け
な
お
し
、
全
体
の

な
か
で
の
機
能
を
検
討
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
見
す
る
と
死
の
問
題

と
関
連
し
な
い
よ
う
な
画
像
な
ど
で
も
、
そ
れ
は
「
煉
形
の
宮
」
に
お

け
る
役
割
か
ら
解
釈
さ
れ
、
従
来
の
解
釈
に
変
更
を
迫
る
。
例
え
ば
、

孔
子
と
老
子
の
会
見
図
が
後
漢
の
墓
に
は
多
く
見
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ

い
て
従
来
の
議
論
は
汗
牛
充
棟
だ
が
、
二
人
と
も
歴
史
的
存
在
な
い
し

山
東
の
ロ
ー
カ
ル
な
伝
承
と
し
て
議
論
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
っ
た
。

し
か
し
本
書
に
よ
れ
ば
、
孔
子
も
老
子
も
当
時
す
で
に
讖
緯
に
お
い
て

神
格
化
さ
れ
て
お
り
、
老
子
は
孔
子
の
師
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
歴
代

の
聖
者
の
師
と
な
っ
て
い
た
。
そ
の
聖
者
た
ち
は
、
今
や
死
後
の
「
仙
」

と
な
っ
て
い
る
。
孔
子
が
多
く
の
弟
子
を
伴
っ
て
老
子
に
拝
謁
す
る
画

像
が
あ
る
の
は
、
墓
主
を
「
仙
」
と
な
っ
た
聖
賢
の
友
と
し
て
扱
い
、

聖
賢
や
そ
の
弟
子
た
ち
と
と
も
に
老
子
に
拝
謁
す
る
か
た
ち
を
と
る
こ

と
で
、
死
後
に
「
仙
」
に
選
ば
れ
る
道
を
暗
示
し
て
い
る
、
と
解
釈
で

き
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
思
想
か
ら
視
覚
材
料
を
解
読
し
て
い
る
が
、
画
像
に
よ
っ
て
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文
献
が
解
釈
し
な
お
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、『
捜
神
記
』
に

み
え
る
韓
憑
夫
婦
と
宋
康
王
の
物
語
は
、
著
者
が
独
自
に
入
手
し
た
画

像
石
の
写
真
（
実
物
は
個
人
蔵
ら
し
い
）
に
よ
る
研
究
で
、
新
た
に
解
釈

し
な
お
さ
れ
て
い
る
（
二
八
〇
頁
）。
こ
の
よ
う
に
、
本
書
に
お
け
る
画

像
の
読
解
は
、
前
人
の
研
究
成
果
の
参
照
と
文
献
の
博
引
旁
証
に
よ
っ

て
、
極
め
て
周
到
に
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
漢
鬼
の
思

想
に
も
と
づ
く
マ
ク
ロ
な
観
点
か
ら
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
解
釈
が
醍
醐

味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
画
像
と
文
献
の
相
互
参
照
、
そ
の
解
釈
の
結
果

と
漢
鬼
の
思
想
の
相
互
参
照
と
い
う
三
点
の
相
互
参
照
に
よ
り
、
膨
大

な
画
像
資
料
と
文
献
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
く
。

　

と
は
い
え
、
画
像
と
文
献
が
矛
盾
し
た
り
、
画
像
を
解
釈
す
る
文
献

が
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
り
し
た
場
合
は
ど
う
す
る
の
か
。
そ
の
場
合
は

図
像
の
信
ぴ
ょ
う
性
を
優
先
す
る
の
で
あ
る
。
言
わ
れ
て
み
れ
ば
そ
の

通
り
な
の
だ
が
、
文
献
は
二
〇
〇
〇
年
近
く
も
伝
来
し
た
も
の
で
、
途

中
、
人
工
的
な
改
変
も
あ
る
の
に
対
し
、
墓
葬
の
画
像
は
当
時
の
そ
の

ま
ま
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
発
想
転
換
が
必
要
で
、
文
献
至
上
主
義
を
反

省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
一
方
で
、
画
像
に
よ
っ
て
文
献
が
古

い
成
分
を
伝
え
て
い
る
こ
と
を
証
明
で
き
る
場
合
も
あ
る
。
例
え
ば
、

『
元
始
上
真
衆
仙
記
』
な
ど
の
道
教
経
典
に
は
、
漢
墓
の
画
像
と
一
致

す
る
記
述
が
あ
り
、
と
く
に
上
清
派
道
教
の
道
士
と
さ
れ
る
梁
の
陶
弘

景
編
の
『
真
誥
』
を
本
書
で
は
重
視
し
て
い
る
。
同
じ
陶
弘
景
の
『
真

霊
位
業
図
』
で
は
、
孔
子
や
顔
回
な
ど
、
お
よ
そ
上
清
派
道
教
と
は
縁

の
な
さ
そ
う
な
聖
賢
が
、
真
霊
と
し
て
確
固
と
し
た
位
置
に
い
る
。
こ

の
件
は
、
前
々
か
ら
妙
だ
な
と
思
っ
て
い
た
の
で
、
漢
墓
の
画
像
と
の

相
互
参
照
に
よ
り
腑
に
落
ち
た
。
こ
こ
で
の
発
想
転
換
は
、
新
し
い
成

立
の
文
献
か
ら
古
い
事
象
の
証
拠
を
求
め
る
手
法
で
、
普
通
は
認
め
ら
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れ
な
い
が
、
そ
の
信
ぴ
ょ
う
性
が
漢
墓
の
画
像
に
よ
り
担
保
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
述
べ
て
く
る
と
、
本
書
の
議
論
は
博
引
と
饒
舌
で
さ
も
騒
が
し

い
よ
う
だ
が
、
姜
生
氏
の
読
解
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
ド
イ
ツ
の
解
釈

学
者
に
も
似
た
一
種
の
静
け
さ
、「
古
人
の
心
を
知
る
こ
と
」、
古
人
の

身
に
な
っ
て
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。
私
か
ら
す
る
と
、
考
証
や
客
観
主

義
を
装
う
の
に
汲
々
と
せ
ず
、
あ
な
た
も
墓
室
に
横
た
わ
っ
て
み
な
さ

い
、
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
る
。
暗
い
レ
ン
ガ
造
り
の
墓
室
で

目
と
耳
を
凝
ら
せ
ば
、
冷
た
い
壁
面
の
向
こ
う
か
ら
古
代
の
喧
騒
と
熱

い
激
情
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
、
と
。

　

最
後
は
、
原
題
に
な
か
っ
た
日
本
語
訳
の
副
題
「
道
教
の
勃
興
」
で

あ
る
。
実
は
こ
の
副
題
に
い
う
「
道
教
」
が
本
書
の
結
論
で
あ
る
。
中

軸
で
滔
々
と
述
べ
ら
れ
た
漢
鬼
の
思
想
、
漢
代
宗
教
の
信
仰
構
造
は
、

漢
帝
国
の
衰
亡
で
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
。「
道
教
」
と
い
う
か
た
ち

で
安
定
的
に
存
在
し
、「
華
夏
文
明
」
に
滋
養
を
与
え
つ
づ
け
て
い
っ

た
。
張
道
陵
で
代
表
さ
れ
る
漢
末
の
「
道
教
」
の
儀
式
シ
ス
テ
ム
は
、

漢
の
体
制
の
模
倣
で
あ
り
、
こ
う
し
た
宗
教
儀
礼
に
お
け
る
官
僚
体
制

化
は
、
漢
帝
国
の
継
承
な
の
で
あ
る
。「
初
期
天
師
道
と
両
漢
の
宗
教

と
は
一
脈
相
伝
の
関
係
に
あ
り
、
そ
れ
ら
が
内
包
し
て
い
る
も
の
は
す

べ
て
、
漢
帝
国
に
由
来
す
る
大
一
統
国
家
の
倫
理
意
識
と
精
神
に
基
づ

い
て
い
る
」、「「
道
教
」
の
魂
は
「
漢
鬼
」
の
魂
で
あ
り
、「
道
教
」
の

儀
礼
は
漢
墓
の
儀
礼
で
あ
り
、「
道
教
」
の
理
想
は
漢
帝
国
の
理
想
な

の
だ
」（
六
四
五
頁
）。

　

本
稿
冒
頭
で
紹
介
し
た
「
漢
鬼
は
幸
せ
だ
っ
た
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、

漢
鬼
に
対
す
る
姜
生
氏
の
あ
る
種
の
尊
重
と
い
う
か
、
あ
こ
が
れ
が
感

じ
ら
れ
る
。
彼
か
ら
見
る
と
、
漢
鬼
の
ハ
ッ
ピ
ー
は
、
研
究
対
象
と
い

う
だ
け
で
な
く
、
尊
ぶ
べ
き
「
徳
」
と
「
力
」
の
根
源
で
も
あ
っ
た
よ

う
だ
。
漢
の
儒
生
の
よ
う
に
人
生
の
意
味
を
追
求
し
、
民
間
に
身
を
置

い
て
思
想
と
信
仰
を
追
求
す
る
激
情
に
満
ち
た
姜
生
氏
の
姿
を
思
い
出

す
。
本
書
は
、
彼
に
と
っ
て
の
「
徳
と
力
の
あ
る
中
国
」
に
贈
る
賛
歌

だ
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

【
付
記
】
本
稿
は
、
本
書
に
付
さ
れ
た
三
浦
國
雄
氏
の
解
説
を
読
む
ま

え
に
書
い
た
た
め
、
重
な
る
部
分
が
あ
る
。
読
者
諸
氏
は
、
三
浦
氏
の

周
到
な
解
説
に
依
ら
れ
た
い
。
そ
の
解
説
で
指
摘
さ
れ
る
「
太
陰
煉

形
」
の
場
と
し
て
の
墓
室
、
お
よ
び
そ
の
語
の
由
来
で
あ
る
『
老
子
想

爾
注
』
の
問
題
に
つ
い
て
、
三
浦
氏
に
は
専
論
「
墓
室
か
ら
洞
天
へ
」

『
洞
天
福
地
研
究
』
第
９
号
（
二
〇
一
九
年
）
が
あ
る
。
ま
た
、
す
で
に

菅
野
恵
美
氏
に
よ
る
原
書
の
書
評
が『
東
方
』四
四
〇
号（
二
〇
一
七
年
）

に
あ
る
。

（
つ
ち
や
・
ま
さ
あ
き　

専
修
大
学
）


