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大
な
数
の
脚
注
︑
そ
し
て
全
頁
の
四
十
％
を
超
え
る
付
録
・
参
考
図
書
・
索

引
か
ら
も
う
か
が
え
る
よ
う
に
︑
時
間
を
か
け
た
リ
サ
ー
チ
と
緻
密
な
先
行

文
献
の
検
証
に
支
え
ら
れ
た
映
画
史
研
究
書
で
あ
る
︒
こ
う
い
っ
た
性
格
上
︑

サ
ロ
モ
ン
氏
が
打
ち
立
て
た
結
論
の
真
偽
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
頁
数
は
本

書
評
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
︒
し
た
が
っ
て
む
し
ろ
こ
こ
で
は
︑
私
が
本

書
を
読
み
通
し
な
が
ら
感
じ
た
二
つ
の
疑
問
に
つ
い
て
記
述
し
よ
う
と
思
う
︒

　ま
ず
︑
構
成
に
つ
い
て
の
疑
問
︒
本
書
は
戦
中
期
の
軍
事
政
策
と
映
画
と

の
関
係
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
だ
が
︑
な
ぜ
こ
の
映
画
史
を
一
九
〇
〇
年

か
ら
始
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
？

　こ
の
本
を
手
に
取
っ
て
読
み
た
い
と
思
う

読
者
は
︑
サ
ロ
モ
ン
氏
が
日
本
映
画
史
の
中
で
も
最
も
興
味
深
い
と
考
え
て

い
る
戦
時
期
の
日
本
映
画
と
国
家
政
策
と
の
関
係
︑
ま
た
そ
こ
か
ら
生
ま
れ

る
国
粋
主
義
的
な
文
化
の
あ
り
方
に
つ
い
て
即
座
に
知
り
た
い
に
違
い
な
い
︒

　序
章
に
続
く
第
二
章
は
︑﹁
映
画
︑
国
家
︑
観
客

　一
九
〇
〇
～
一
九
三
七

年
﹂（C

inem
a, State, and A

udiences, 1900 

︱1937

）
と
い
う
副
題
が
付
け
ら
れ

て
お
り
︑
本
書
の
研
究
対
象
で
あ
る
戦
時
期
の
映
画
／
映
画
産
業
の
発
展
を

考
え
る
た
め
の
い
わ
ば
前
奏
と
な
る
史
実
確
認
の
章
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
︒
一
九
三
七
年
は
日
中
戦
争
開
始
の
年
だ
が
︑
一
方
の
一
九
〇
〇
年

と
い
う
年
号
に
何
か
特
別
な
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
映
画
の
起
源
を
単

一
の
時
空
間
に
置
か
な
い
と
す
る
対
抗
映
画
史
も
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
が
︑

グ
ロ
ー
バ
ル
・
レ
ベ
ル
で
﹁
興
行
映
画
﹂
の
起
源
は
︑
エ
ジ
ソ
ン
の
キ
ネ
ト

ス
コ
ー
プ
（
一
八
九
三
年
）
と
︑
リ
ュ
ミ
エ
ー
ル
兄
弟
の
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ

（
一
八
九
五
年
）
と
さ
れ
て
い
る
︒
日
本
に
も
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
映
写
機
と
そ

れ
に
連
動
す
る
フ
ィ
ル
ム
が
一
八
九
七
年
に
は
輸
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
日

本
映
画
史
を
語
る
場
合
で
も
一
九
〇
〇
年
は
通
常
使
わ
れ
な
い
︒
映
画
を

二
十
世
紀
の
映
像
文
化
と
考
え
て
の
判
断
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
映
画
史
家

と
し
て
こ
れ
ほ
ど
細
か
い
資
料
採
取
を
し
︑
事
象
記
述
に
長
け
て
い
る
著
者

が
︑
そ
の
よ
う
な
一
般
的
な
歴
史
の
切
り
取
り
方
を
す
る
と
は
思
え
な
い
︒

あ
る
い
は
︑
日
本
の
﹁
貫
戦
史
﹂
と
い
う
時
代
区
分
の
概
念
が
一
律
で
な
い

こ
と
は
︑
多
く
の
近
現
代
史
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を

踏
ま
え
て
の
時
代
区
分
だ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
︑
こ
う
い
っ
た
日
本
映

画
史
の
原
点
を
問
題
視
す
る
指
摘
は
︑
本
書
の
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
︒

　全
体
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
第
三
章
は
一
九
三
一
～

三
九
年
︑
映
画
法
（
一
九
三
九
～
四
五
年
）
が
確
立
す
る
以
前
の
戦
時
下
映
画

政
策
に
つ
い
て
言
及
︒
第
四
章
は
一
九
四
〇
～
四
二
年
︑
一
九
四
〇
年
に
発

足
す
る
内
閣
情
報
局
（
一
九
四
〇
～
四
五
年
）
が
戦
争
に
向
け
て
国
民
世
論
を

ど
の
よ
う
に
形
成
し
た
か
と
い
う
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
過
程
と
︑
日
本
映
画
業

界
に
対
す
る
影
響
に
関
し
て
︒
第
五
章
は
一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
の
真
珠

湾
攻
撃
以
降
の
太
平
洋
戦
争
期
で
あ
る
︑
一
九
四
二
～
四
五
年
の
映
画
製
作

業
界
の
新
体
制
に
つ
い
て
︒
そ
し
て
最
後
の
二
章
は
︑
一
九
三
九
～
四
五
年

の
間
︑
文
部
省
映
画
推
薦
制
度
が
︑
先
述
の
内
閣
情
報
局
が
推
進
し
た
国
民

映
画
運
動
と
い
か
に
連
動
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
︒

　博
士
論
文
を
書
き
終
わ
り
︑
さ
て
そ
れ
を
自
分
の
最
初
の
出
版
書
籍
に
し
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は
︑
戦
時
期
に
お
い
て
国
粋
主
義
（nationalism

）

に
基
づ
い
た
文
化
環
境
を
作
り
上
げ
よ
う
と
す
る
軍
事
政
府
の
努
力
と
︑
当

時
の
日
本
映
画
が
︑
ど
の
よ
う
に
交
差
し
な
が
ら
発
展
し
た
の
か
と
い
う
問

い
を
主
軸
に
置
い
て
い
る
︒
こ
の
問
い
に
対
し
て
本
書
は
︑
二
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
に
よ
っ
て
そ
の
回
答
を
得
よ
う
と
す
る
︒
ま
ず
︑
当
時
の
文
部
省
あ

る
い
は
内
務
省
に
属
し
て
い
た
官
僚
筋
が
︑
経
済
的
に
ま
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

的
に
そ
れ
ま
で
細
分
化
し
て
い
た
国
民
全
体
を
統
合
す
る
た
め
の
﹁
道
具
﹂

と
し
て
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
重
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
ど
の
よ
う
に

し
て
至
っ
た
か
︑
そ
の
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
︒
も
う
一
つ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
は
︑
そ
う
い
っ
た
過
程
の
中
で
作
り
出
さ
れ
た
各
種
の
政
策
が
︑
ど

の
よ
う
に
映
画
を
プ
ロ
モ
ー
ト
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
︒
文
部
省
推

薦
映
画
（State A

w
arded Feature Film

s

）
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
︑
こ
の
映
画
賞

シ
ス
テ
ム
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
政
府
は
︑
国
家
に
と
っ
て
の
適
材

映
画
が
ど
う
い
っ
た
も
の
か
を
明
示
す
る
と
同
時
に
︑
映
画
と
い
う
﹁
道
具
﹂

が
彼
ら
の
目
指
し
た
国
粋
文
化
（national culture

）
を
築
き
上
げ
る
の
に
多
大

な
貢
献
の
で
き
る
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
こ
と
を
公
言
し
た
︑
と
本
書
は
結
論
づ

け
て
い
る
︒

　本
書
は
タ
イ
ト
ル
が
示
す
と
お
り
︑
一
九
三
七
年
か
ら
四
五
年
と
い
う
期

間
の
日
本
映
画
史
に
新
し
い
光
を
当
て
た
歴
史
学
（historiography

）
だ
︒
膨

書

評
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の
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︑
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し
て
全
頁
の
四
十
％
を
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え
る
付
録
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︑
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行

文
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に
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画
史
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︒
こ
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︑

サ
ロ
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ン
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が
打
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た
結
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の
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に
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て
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書
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︒
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こ
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が
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を
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が
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つ
の
疑
問
に
つ
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て
記
述
し
よ
う
と
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ず
︑
構
成
に
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い
て
の
疑
問
︒
本
書
は
戦
中
期
の
軍
事
政
策
と
映
画
と

の
関
係
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
だ
が
︑
な
ぜ
こ
の
映
画
史
を
一
九
〇
〇
年

か
ら
始
め
て
い
る
の
だ
ろ
う
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　こ
の
本
を
手
に
取
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て
読
み
た
い
と
思
う

読
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︑
サ
ロ
モ
ン
氏
が
日
本
映
画
史
の
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い
と
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︑
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な
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に
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第
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は
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映
画
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国
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観
客

　一
九
〇
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七

年
﹂（C
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a, State, and A

udiences, 1900 

︱1937

）
と
い
う
副
題
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付
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れ

て
お
り
︑
本
書
の
研
究
対
象
で
あ
る
戦
時
期
の
映
画
／
映
画
産
業
の
発
展
を

考
え
る
た
め
の
い
わ
ば
前
奏
と
な
る
史
実
確
認
の
章
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
る
︒
一
九
三
七
年
は
日
中
戦
争
開
始
の
年
だ
が
︑
一
方
の
一
九
〇
〇
年

と
い
う
年
号
に
何
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特
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な
根
拠
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
︒
映
画
の
起
源
を
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一
の
時
空
間
に
置
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な
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と
す
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対
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映
画
史
も
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存
在
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が
︑
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・
レ
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で
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興
行
映
画
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の
起
源
は
︑
エ
ジ
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ン
の
キ
ネ
ト

ス
コ
ー
プ
（
一
八
九
三
年
）
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︑
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ュ
ミ
エ
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兄
弟
の
シ
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マ
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グ
ラ
フ

（
一
八
九
五
年
）
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さ
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い
る
︒
日
本
に
も
シ
ネ
マ
ト
グ
ラ
フ
映
写
機
と
そ

れ
に
連
動
す
る
フ
ィ
ル
ム
が
一
八
九
七
年
に
は
輸
入
さ
れ
て
い
る
か
ら
︑
日

本
映
画
史
を
語
る
場
合
で
も
一
九
〇
〇
年
は
通
常
使
わ
れ
な
い
︒
映
画
を

二
十
世
紀
の
映
像
文
化
と
考
え
て
の
判
断
だ
ろ
う
か
︒
し
か
し
︑
映
画
史
家

と
し
て
こ
れ
ほ
ど
細
か
い
資
料
採
取
を
し
︑
事
象
記
述
に
長
け
て
い
る
著
者

が
︑
そ
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よ
う
な
一
般
的
な
歴
史
の
切
り
取
り
方
を
す
る
と
は
思
え
な
い
︒

あ
る
い
は
︑
日
本
の
﹁
貫
戦
史
﹂
と
い
う
時
代
区
分
の
概
念
が
一
律
で
な
い

こ
と
は
︑
多
く
の
近
現
代
史
家
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
そ
れ
を

踏
ま
え
て
の
時
代
区
分
だ
ろ
う
か
︒
い
ず
れ
に
し
ろ
︑
こ
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っ
た
日
本
映

画
史
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点
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問
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視
す
る
指
摘
は
︑
本
書
の
ど
こ
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
︒
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の
構
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以
下
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よ
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に
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っ
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い
る
︒
第
三
章
は
一
九
三
一
～

三
九
年
︑
映
画
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一
九
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九
～
四
五
年
）
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す
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前
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戦
時
下
映
画

政
策
に
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い
て
言
及
︒
第
四
章
は
一
九
四
〇
～
四
二
年
︑
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九
四
〇
年
に
発

足
す
る
内
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情
報
局
（
一
九
四
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～
四
五
年
）
が
戦
争
に
向
け
て
国
民
世
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を

ど
の
よ
う
に
形
成
し
た
か
と
い
う
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
過
程
と
︑
日
本
映
画
業

界
に
対
す
る
影
響
に
関
し
て
︒
第
五
章
は
一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
の
真
珠

湾
攻
撃
以
降
の
太
平
洋
戦
争
期
で
あ
る
︑
一
九
四
二
～
四
五
年
の
映
画
製
作

業
界
の
新
体
制
に
つ
い
て
︒
そ
し
て
最
後
の
二
章
は
︑
一
九
三
九
～
四
五
年

の
間
︑
文
部
省
映
画
推
薦
制
度
が
︑
先
述
の
内
閣
情
報
局
が
推
進
し
た
国
民

映
画
運
動
と
い
か
に
連
動
し
て
い
た
か
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
︒

　博
士
論
文
を
書
き
終
わ
り
︑
さ
て
そ
れ
を
自
分
の
最
初
の
出
版
書
籍
に
し
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い
ず
れ
の
章
も
彼
の
リ
サ
ー
チ
力
を
証
明
し
て
お
り
︑
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら

れ
る
歴
史
検
証
力
に
は
信
頼
が
お
け
る
︒
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
の
日
本
映
画

史
研
究
を
今
後
行
う
際
︑
こ
の
本
に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ

う
︒
し
か
し
同
時
に
︑
一
体
こ
の
本
が
ど
れ
だ
け
の
数
の
読
者
に
読
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
想
像
に
耽
る
︒
日
本
映
画
を
研
究
し
て
い
る
学

者
︑
こ
れ
か
ら
研
究
す
る
大
学
院
生
︑
ご
く
少
数
か
も
し
れ
な
い
が
同
時
期

の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ネ
マ
や
︑
国
家
政
策
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
と
の
関
係
性

に
関
心
の
あ
る
学
者
が
︑
比
較
文
化
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
際
に
言
及
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒
著
者
が
長
年
か
け
て

紡
ぎ
上
げ
て
き
た
こ
の
す
ば
ら
し
い
研
究
書
︑
徹
底
し
た
リ
サ
ー
チ
に
基
づ

く
史
実
の
数
々
は
威
光
を
放
っ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
読

者
数
は
限
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒
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よ
う
と
大
学
出
版
会
に
送
る
と
︑﹁
博
論
臭
が
残
っ
て
い
る
の
で
こ
の
ま
ま
で

は
出
版
で
き
な
い
﹂
と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
を
編
集
者
か
ら
受
け
取
る
こ
と
が

多
い
︒
私
は
サ
ロ
モ
ン
氏
のV

iew
s of the D

ark Valley 

を
読
み
な
が
ら
︑
彼
が

こ
の
﹁
博
論
臭
﹂
か
ら
の
脱
却
過
程
で
か
な
り
悩
ん
だ
の
で
は
な
い
か
と
感

じ
る
︒
そ
の
結
果
と
し
て
︑
彼
は
先
述
し
た
第
二
章
を
残
し
た
だ
け
で
な
く
︑

結
論
の
後
に
百
頁
以
上
に
わ
た
っ
て
続
く
三
十
本
の
文
部
省
推
薦
映
画
の
描

写
と
い
っ
た
﹁
付
属
物
﹂
を
切
り
捨
て
ず
に
残
す
と
い
う
選
択
を
し
た
の
だ

ろ
う
︒
そ
れ
が
︑
一
般
の
大
学
出
版
会
あ
る
い
は
そ
れ
に
相
当
す
る
出
版
社

か
ら
の
刊
行
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
研
究
書
に
特
化
し
たH

arrassow
itz V

erlag

か
ら
の
出
版
と
な
っ
た
所
以
か
も
し
れ
な
い
︒

　さ
て
︑
も
う
一
つ
の
疑
問
は
︑
本
書
の
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
︒
著
者
は

﹁the D
ark V

alley

（
暗
い
谷
間
）﹂
と
い
う
表
現
を
︑
一
九
一
九
年
生
ま
れ
の

作
家
・
武
田
繁
太
郎
の
小
説
タ
イ
ト
ル
か
ら
引
用
し
て
い
る
︒
小
説
﹁
暗
い

谷
間
﹂
が
﹃
早
稲
田
文
学
﹄
に
発
表
さ
れ
た
の
は
一
九
五
一
年
十
一
月
︑
そ

し
て
第
二
十
六
回
芥
川
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ
れ
た
の
が
翌
年
だ
か
ら
︑
こ
の

戦
時
期
を
﹁
暗
い
谷
間
﹂
だ
と
す
る
見
方
は
ほ
か
な
ら
ぬ
敗
戦
後
に
生
み
出

さ
れ
た
も
の
だ
︒
キ
ャ
ロ
ル
・
グ
ラ
ッ
グ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
︑
歴
史
︑

特
に
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
は
決
し
て
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
も
の
で
は
な
い
︒

ま
し
て
日
本
の
戦
後
と
い
う
︑
価
値
観
の
変
化
を
強
い
ら
れ
た
時
代
に
﹁
過

去
﹂
を
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
る
か
︑
そ
の
過
程
で
は
政
治
︑
経
済
︑
そ
し

て
映
画
を
含
め
た
文
化
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る
社
会
レ
ベ
ル
で
価
値
観
を
再
規

定
す
る
﹁
鬩せ
め

ぎ
合
い
﹂
が
起
こ
っ
て
い
た
に
違
い
な
い
︒
そ
う
い
っ
た
戦
後

の
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
の
垢
に
ま
み
れ
た
﹁
過
去
﹂
／
戦
時
期
を
規
定
す
る
用

語
﹁
暗
い
谷
間
﹂
を
︑
文
化
史
を
一
つ
の
歴
史
学
と
し
て
再
検
証
す
る
際
に

自
明
の
も
の
と
し
て
使
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
疑
問
を
抱
く
︒

　例
え
ば
︑
サ
ロ
モ
ン
氏
の
著
書
が
出
版
さ
れ
る
以
前
に
日
本
で
出
版
さ
れ

た
加
藤
厚
子
氏
の
﹃
総
動
員
体
制
と
映
画
﹄（
新
曜
社
︑
二
〇
〇
三
年
）
で
は
︑

戦
時
期
と
い
え
ど
も
﹁
最
後
ま
で
国
営
映
画
会
社
を
も
た
な
か
っ
た
日
本
で

は
︑
実
質
的
な
動
員
装
置
と
し
て
機
能
し
た
の
は
劇
映
画
製
作
会
社
を
中
心

と
す
る
映
画
産
業
﹂
で
あ
り
︑
反
面
︑
政
府
が
映
画
産
業
に
資
金
援
助
を
歴

史
上
一
度
も
し
て
こ
な
か
っ
た
結
果
︑
国
民
動
員
装
置
と
し
て
機
能
す
る
は

ず
の
﹁
シ
ネ
マ
﹂
は
︑
一
般
観
客
に
人
気
の
あ
る
︑
国
策
映
画
と
は
対
極
に

あ
っ
た
娯
楽
映
画
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
︑
ま
た
こ
う
い
っ
た
構
造
の
中
で
映

画
は
完
全
に
統
制
の
圏
内
に
取
り
込
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
結

論
づ
け
て
い
る
︒
こ
う
い
っ
た
論
理
が
成
り
立
つ
な
ら
ば
︑
当
時
の
日
本
映

画
を
先
述
し
た
敗
戦
後
の
見
方
と
摺
り
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
︑
そ
れ
自
体

が
疑
問
視
さ
れ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　私
は
ド
イ
ツ
で
の
学
術
出
版
の
事
情
に
つ
い
て
の
知
識
は
な
い
が
︑
本
書

は
お
そ
ら
く
一
般
の
読
者
が
購
入
で
き
る
額
の
本
で
は
な
い
だ
ろ
う
︒
む
し

ろ
︑
大
学
図
書
館
を
中
心
と
し
た
公
共
施
設
向
け
の
い
わ
ゆ
る
研
究
書
だ
︒

そ
の
よ
う
に
こ
の
書
籍
の
出
版
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
仮
定
す
る
な
ら
ば
︑
こ
の

書
籍
の
価
値
に
対
し
て
違
っ
た
見
方
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒
先
述
の
と
お
り
︑
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い
ず
れ
の
章
も
彼
の
リ
サ
ー
チ
力
を
証
明
し
て
お
り
︑
そ
こ
で
繰
り
広
げ
ら

れ
る
歴
史
検
証
力
に
は
信
頼
が
お
け
る
︒
お
そ
ら
く
こ
の
時
期
の
日
本
映
画

史
研
究
を
今
後
行
う
際
︑
こ
の
本
に
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
だ
ろ

う
︒
し
か
し
同
時
に
︑
一
体
こ
の
本
が
ど
れ
だ
け
の
数
の
読
者
に
読
ま
れ
る

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
想
像
に
耽
る
︒
日
本
映
画
を
研
究
し
て
い
る
学

者
︑
こ
れ
か
ら
研
究
す
る
大
学
院
生
︑
ご
く
少
数
か
も
し
れ
な
い
が
同
時
期

の
グ
ロ
ー
バ
ル
・
シ
ネ
マ
や
︑
国
家
政
策
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
文
化
と
の
関
係
性

に
関
心
の
あ
る
学
者
が
︑
比
較
文
化
あ
る
い
は
ト
ラ
ン
ス
・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な

ア
プ
ロ
ー
チ
を
行
う
際
に
言
及
す
る
か
も
し
れ
な
い
︒
著
者
が
長
年
か
け
て

紡
ぎ
上
げ
て
き
た
こ
の
す
ば
ら
し
い
研
究
書
︑
徹
底
し
た
リ
サ
ー
チ
に
基
づ

く
史
実
の
数
々
は
威
光
を
放
っ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
︒
し
か
し
︑
そ
の
読

者
数
は
限
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
︒


