
美
妙
の
言
文
一
致
と
英
文
皐
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い
わ
ゆ
る
言
文
一
致
運
動
の
起
源
は
、
思
い
の
ほ
か
古
く
、
経

緯
が
入
り
込
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
が
、
本
間
久
雄
氏
の
「
明

治
文
挙
史
」
に
、
そ
の
事
情
が
一
通
り
簡
明
に
述
べ
て
あ
る
か

ら
、
こ

L

に
繰
り
返
す
こ
と
は
差
し
控
え
る
。

た
ピ
、
物
集
高
見
の
「
言
文
一
致
」
(
明
治
十
九
年
三
月
出
版
)

は
、
本
間
氏
も
い
っ
て
お
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
言
文
一
致
の
立
場

か
ら
見
て
、
こ
の
嘗
時
最
も
注
目
す
べ
き
も
の
」
で
あ
り
、
一
言

し
て
お
く
の
が
順
序
で
あ
ろ
う
。

〈
一
一
一
戸

「
文
章
は
、
話
し
の
や
う
に
、
書
か
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
物
集
は

い
う
。
そ
の
わ
け
は
、
口
は
明
治
十
九
年
の
も
の
で
あ
り
な
が

ら
、
筆
は
千
年
、
五
百
年
以
前
の
も
の
で
あ
る
。
一
そ
れ
ば
か
り
で

な
い
。
「
近
ご
ろ
は
、
本
家
の
、
支
那
に
も
通
用
せ
ぬ
、
六
朝
以
前

の
、
古
る
こ
と
ば
が
、
日
本
人
の
、
口
か
ら
ば
か
り
、
出
る
や
う

美
妙
の
言
文
一
致
と
英
文
拳

1 パ ι る8出

海

老

池

f合

俊

だ
が
」
、
日
常
の
話
言
葉
と
文
章
語
が
館
り
離
れ
て
し
ま
っ
た
結

果
、
文
章
の
意
味
が
通
じ
な
い
。
七
つ
に
な
る
子
供
が
修
身
の
本

を
讃
ん
で
い
た
の
で
、
そ
の
内
容
を
き
い
た
と
こ
ろ
、
「
講
騨
を
聞

か
ぬ
か
ら
、
ま
だ
、
わ
か
ら
ん
と
、
答
へ
た
。
」

そ
う
い
っ
て
、
物
集
は
衣
の
よ
う
に
主
張
す
る
|
|

先
づ
、
要
用
な
と
い
ふ
、
事
か
ら
い
は
う
が
、
全
体
、
は
な
し

は
、
人
の
、
よ
く
わ
か
る
様
に
、
は
な
す
の
が
、
よ
か
ら
ト
。
然

る
時
は
、
其
は
な
し
を
、
書
い
た
も
の
も
、
よ
く
わ
か
る
様
に
、

書
く
の
が
、
よ
か
ら
う
。

そ
う
す
れ
ば

意
味
違
ひ
の
、
心
得
遠
ひ
の
、
行
遠
ひ
の
、
思
ひ
違
ひ
の
、
是

れ
は
、
左
様
な
考
へ
で
は
、
書
か
な
ん
だ
、
な
ど
と
、
争
ふ
や
う

な
、
間
違
は
な
く
な
り
、
間
遠
か
ら
起
る
、
詞
訟
も
な
く
な
り
、
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血
税
を
、
血
を
搾
る
か
と
、
考
へ
違
ふ
た
な
ど
は
、
昔
の
話
と
、

な
る
で
あ
ら
う
。
皐
校
な
ど
で
は
、
教
員
を
も
、
へ
す
事
が
出
来

て
、
民
費
が
へ
ら
う
。

右
の
言
葉
遣
い
や
論
旨
は
、
明
か
に
貫
用
的
で
あ
る
。
「
血
税
」

と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
公
文
書
に
用
い
る
可
否
は
と
に
か
く
、
日

常
語
で
な
い
語
を
語
棄
か
ら
抹
殺
し
よ
う
と
す
る
か
の
よ
う
な
主

張
は
、
科
撃
的
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
少
く
と
も
、
審
術
的

で
は
な
い
。
そ
の
趣
旨
は
、
新
し
い
文
事
の
創
造
に
直
接
積
極
的

な
志
向
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ム
ん
も
、
巻
末
に
附
け
ら
れ
た
「
古
文
章
を
書
直
し
て
、
試
み
た
、

例
」
は
、
「
伊
勢
物
語
」
、
「
土
佐
日
記
」
、
「
古
今
集
の
序
」
、
「
竹
取

物
語
」
な
ど
、
多
く
の
文
撃
書
か
ら
取
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、

「
書
直
」
さ
れ
た
文
章
は
た
し
か
に
卒
明
で
、
分
り
日
勿
い
。
し
か

し
、
物
集
も
そ
の
卒
明
な
「
書
直
」
し
か
ら
、
原
文
そ
の
ま
L

の

感
銘
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
は
、
思
っ
て
い
な
か
っ
た
で
あ

ろ
う
。一

方
、
文
事
的
表
現
の
貫
情
は
な
お
保
守
的
で
あ
っ
た
が
、
創

作
と
翻
語
と
を
問
わ
ず
、
新
し
い
内
容
を
盛
る
に
足
り
る
器
の
必

要
が
、
感
じ
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
、
明
治
十
年
代
の
初
め
に
、

リ

y
ト
ン
の
「
ア

1
ネ
ス
ト
・
マ
ル
ト
一
ア
、
タ
ァ

l
ス
」
と
「
ア
9

(
四
)

ス
」
を
課
し
た
「
花
柳
春
話
」
が
出
て
、
翻
語
文
撃
の
新
時
期
を

劃
し
た
が
、
そ
の
文
瞳
は
漢
文
書
き
下
し
睡
で
あ
る
。
そ
し
て
、

や
が
て
書
き
改
め
ら
れ
た
「
通
俗
花
柳
春
話
」
(
明
治
十
六
年
)
は
、

馬
琴
風
の
七
五
調
が
主
に
な
っ
て
い
る
。
有
名
な
遣
遣
の
新
文
事

論
「
小
説
神
髄
」
(
明
治
十
八
|
九
年
)
は
、
馬
琴
の
い
わ
ゆ
る
勧
善

懲
悪
を
非
難
し
な
が
ら
、
歴
史
小
説
に
ふ
さ
わ
し
い
文
韓
と
し
て

雅
俗
折
衷
文
瞳
を
推
賞
し
、
文
例
に
多
く
馬
琴
を
引
用
し
て
い

る
。
ま
た
、
そ
の
主
張
を
裏
書
き
す
る
か
の
よ
う
に
、
ス
コ

y
ト

(
五
)

の
「
-
フ
マ
ム
ア
の
花
嫁
」
を
課
し
た
「
春
風
情
話
」
(
明
治
十
三

年
〉
で
、
遣
準
は
馬
琴
風
の
文
髄
を
用
い
て
い
る
。

「
小
説
紳
髄
」
の
所
詑
を
貫
践
し
た
「
官
世
書
生
気
質
」
(
明

治
十
八
|
九
年
)
は
、
「
世
話
物
」
で
あ
る
が
、
そ
の
文
憧
に
(
応
、

人
情
本
の
影
響
が
著
し
い
。

以
上
の
よ
う
な
表
現
の
試
み
が
満
足
す
べ
き
も
の
で
な
か
っ
た

こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
し
ょ
せ
ん
、
新
し
い
酒
を
古
い
草
袋
に
盛

る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

明
治
十
年
代
の
終
り
に
、
言
文
一
致
が
文
事
的
表
現
と
し
て
試

214 
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み
ら
れ
る
こ
と
は
、
ま
っ
た
く
自
然
な
成
り
行
き
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
文
事
的
表
現
の
創
造
は
、
貫
用
的
な
技
術
の
創
始
以
上

に
、
困
難
な
事
業
で
あ
る
。
革
新
的
な
文
学
・
妻
術
観
と
豊
か
な

感
受
性
と
が
、
十
分
融
合
し
て
、
作
者
自
身
の
い
わ
ば
人
間
把
握

の
型
が
更
新
さ
れ
た
と
き
に
、
始
め
て
成
立
す
る
。
明
治
文
撃
の

言
文
一
致
運
動
も
決
し
て
一
奉
に
結
貫
し
な
か
っ
た
。
い
や
、
そ

の
途
上
に
、
大
き
な
、
痛
ま
し
い
犠
牲
を
出
し
さ
え
し
た
の
で
あ

る。
最
初
に
結
論
を
い
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
最
も
大
き
な
犠
牲

が
、
右
の
よ
う
な
事
情
の
な
か
か
ら
生
ま
れ
、
そ
れ
に
最
も
敏
感

な
反
感
を
示
し
た
才
人
山
由
美
妙
(
明
治
一
元
|
四
一
ユ
)
だ
っ
た
の
で

あ
る
。

， 
ノ

言
文
一
致
瞳
の
小
説
を
創
始
し
た
作
家
は
誰
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
は
、
い
ろ
い
ろ
異
論
が
あ
る
。
例
え
ば
、
翻
語
を
も
含
め

た
揚
合
、
二
葉
亭
四
迷
が
最
初
の
口
語
憧
の
貫
験
者
で
あ
っ
た

(七〉

と
、
遺
謹
が
記
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
言
葉
に
は
克
も
だ
と

思
わ
れ
る
節
が
あ
る
。
し
か
し
、
少
く
と
も
、
強
表
さ
れ
た
も
の

の
年
代
か
ら
い
え
ば
、
山
田
美
妙
の
小
説
が
最
初
の
口
語
檀
の
作

23 

美
妙
の
言
文
}
致
と
英
文
拳

、、 J、

例
で
あ
っ
た
ら
し
い
。

そ
の
美
妙
の
新
し
い
表
現
形
式
は
、
雷
然
、
内
容
の
革
新
を
伴

う
も
の
で
あ
っ
だ
。
む
し
ろ
、
内
容
が
表
現
を
規
定
し
た
の
で
あ

っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
彼
に
新
ド
レ
い
文
撃
の
内
容
と
、
従
っ
て
、
表

現
を
示
唆
し
た
の
は
、
英
文
拳
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
右
に
い
っ

た
よ
う
に
、
彼
が
言
文
一
致
運
動
の
犠
牲
に
な
っ
た
わ
け
は
、
或

る
意
味
で
、
そ
の
才
人
ら
し
い
敏
感
さ
に
も
拘
ら
ず
、
英
文
拳
の

理
解
が
高
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
英
文
撃
を
通
じ
て
の
、
文
撃
と

人
生
に
封
す
る
態
度
が
、
不
徹
底
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

美
妙
が
言
文
一
致
を
思
い
づ
い
た
の
は
、
英
文
拳
史
を
讃
ん
だ

か
ら
で
あ
る
と
、
彼
が
自
身
で
同
顧
文
に
記
し
て
い
る
|
-

先
づ
其
の
改
宗
の
動
機
か
ら
申
せ
ば
、
初
め
、
西
洋
の
文
章
は

言
文
一
致
で
あ
る
と
言
ふ
事
に
気
が
付
い
た
の
が
其
の
一
つ
、
そ

れ
か
ら
英
国
の
文
事
史
を
見
る
と
、
詩
人
チ
ヨ

1
サ

T
の
宵
像
が

立
仮
に
出
て
居
ま
す
。
此
人
こ
そ
は
英
園
の
文
檀
を
一
同
盟
さ
せ
た

勲
功
者
|
|
此
人
が
額
は
れ
、
俗
文
を
主
張
し
、
終
に
今
日
の
英

文
を
創
始
し
た
偉
功
者
で
あ
る
と
思
ふ
に
付
け
、
何
百
年
前
と
云

ふ
に
早
や
英
固
に
は
此
の
や
う
な
人
が
出
て
居
る
。
さ
る
に
も
係

ら
ず
、
日
本
に
は
ま
だ
俗
文
を
以
て
起
た
う
と
す
る
人
が
頴
は
れ
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ぬ
は
残
念
で
あ
る
、
と
貫
際
心
底
か
ら
深
く
感
じ
た
の
で
あ
り
ま

〈八〉

し
た
。美

妙
の
「
見
」
た
英
文
事
史
が
な
ん
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
チ
ョ

ー
サ

1

(
のゆ
O

母
唱
。
z
s
o
p
H
2
0
γ
1
E。
。
)
の
宵
像
が
出

て
い
る
英
文
拳
史
が
多
い
こ
と
は
た
し
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た

い
て
い
、
彼
は
ロ
ン
ド
ン
の
言
語
で
詩
を
書
い
て
、
文
挙
的
標
準

器
開
を
確
立
し
た
、
と
い
川
う
よ
う
な
こ
と
が
書
い
て
あ
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
彼
が
俗
語
を
馬
貫
的
な
物
語
の
表
現
手
段
に
用
い
た

と
い
う
こ
と
と
は
、
少
々
遣
う
。

例
え
ば
、
チ
ョ

1
サ
I
の
代
表
作
「
カ
ン
タ
ベ
リ
ー
物
語
」

(
凶
J

宮

。
9
8
昨
今
宮
、
問
、
叶
R
N
m
F
E∞可
11ECO)
は
、
「
物
語
」
で
あ

り
、
散
文
の
部
分
を
含
ん
で
い
る
が
、
こ
の
作
品
は
本
質
的
に
詩

(
宮
町
可
可

γで
あ
る
。
大
部
分
韻
文

(
4
2
8
)
で
書
か
れ
て
い

る
。
今
日
で
も
よ
く
讃
ま
れ
る
「
序
詞
」
(

Z

J

呂

町

市

g
z
m
s
J

は
、
潟
質
的
な
描
潟
と
し
て
有
名
で
あ
る
が
、
散
文
で
な
く
、
韻

文
で
あ
る
。
韻
(
叶
HHMag)
を
ふ
ん
で
い
る
。

こ
L

に
「
詩
」
と
い
う
の
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
日
常
経
験
を

抽
象
し
た
美
的
瞳
験
(
の
表
現
)
で
あ
り
、
「
韻
文
L

と
は

H
ズ

ム
の
整
っ
た
文
章
の
形
式
の
こ
と
で
あ
る
。
「
散
文
」
と
は
そ
の

反
封
で
あ
る
。
「
韻
」
は
行
末
の
音
の
技
巧
で
あ
る
。

チ
ョ

l
サ
!
の
用
語
が
文
挙
史
上
革
新
的
で
あ
っ
た
と
い
う
の

は
、
「
韻
」
を
も
含
め
て
、
そ
の
韻
文
が
新
し
い
詩
の
出
後
貼
に

(九〉

な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

右
の
美
妙
の
言
葉
が
単
な
る
街
拳
の
言
か
、
或
い
は
、
創
作
上

の
ヒ
ン
ト
を
チ
ョ
I
サ
ー
か
ら
得
た
と
い
う
だ
け
の
意
味
な
ら
ば

と
に
か
く
、
チ
ョ

1
サ
1
を
言
文
一
致
の
標
本
と
考
え
た
と
い
う

こ
と
な
ら
ば
、
大
分
見
雷
遣
い
で
あ
る
。
少
く
と
も
、
不
正
確
な

も
の
の
い
L

か
た
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

克
も
、
美
妙
は
英
詩
の
形
式
を
知
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
な
い
σ

明
治
二
十
三
年
十
月
か
ら
翌
二
十
四
年
一
月
ま
で
の
「
園
民
之

友
」
に
掲
載
さ
れ
た
「
日
本
韻
文
論
」
は
、
詩
の
形
式
論
で
あ

り
一
一
遍
奏
に
操
る
語
及
び
伺
、
及
び
節
奏
に
撮
る
何
で
出
来
た
文

が
韻
文
」
と
、
芳
一
を
定
義
し
て
い
る
が
、
英
詩
史
の
事
貫
を
援

用
し
た
行
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
「
韻
文
と
は
卸
ち
ポ
エ
ト
リ
ー

の
事
で
す
」
と
い
う
よ
う
な
言
葉
も
あ
り
、
先
費
者
ら
し
く
文
撃

論
の
用
語
に
苦
心
し
た
あ
と
は
認
め
る
に
し
て
も
、
詩
の
形
式
と

内
容
に
つ
い
て
幾
分
混
鋭
が
う
か
ピ
わ
れ
る
。

英
詩
を
論
じ
た
伺
所
は
、
特
に
、
理
解
が
十
分
だ
と
思
わ
れ
な
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い
σ

か
な
り
浅
薄
な
街
拳
臭
が
鼻
に
つ
く
の
で
あ
る
。

、

で
は
、
美
妙
は
貫
際
ど
の
よ
う
な
作
品
を
書
き
、

し
て
言
文
一
致
を
貫
践
し
て
行
っ
た
か
。
そ
れ
が
英
文
事
か
ら
ど

の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
い
る
か
。

先
ず
、
明
治
十
八
年
五
月
に
硯
友
祉
の
機
閥
誌
「
我
楽
多
文

庫
」
の
創
始
以
来
、
同
誌
に
掲
載
さ
れ
た
「
竪
琴
草
紙
」
は
、
美

妙
の
小
説
中
今
日
俸
わ
っ
て
い
る
最
初
の
作
品
で
あ
る
と
い
う
。

英
園
玉
(
は
じ
め
王
弟
)
百
航
、
献
の
活
動
・
功
績
を
主
題
に
し

た
も
の
で
あ
る
。

ど
の
よ
〉
フ
に

25 

古
代
英
園
の
名
君
を
ま
題
に
し
た
こ
の
物
語
が
、
嘗
時
、
内
容

的
に
新
し
か
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
る
。
が
、
主
人
・
公
ア
ル
ブ
レ

ッ
ド

(
k
p
H

同
日
P
∞3
1
8
6
は
貫
在
の
人
物
で
あ
る
に
も
せ

よ
、
明
治
十
八
年
の
わ
が
固
か
ら
見
た
と
き
、
齢
り
に
距
離
が
あ

り
、
現
貫
感
が
稀
薄
な
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
彼
に
ま
つ
わ

る
事
件
そ
の
も
の
も
、
甚
だ
停
奇
臭
が
強
い
。

馬
琴
そ
の
他
古
い
文
皐
の
影
響
の
下
に
書
か
れ
た
こ
と
が
分

る
。
殊
に
、
文
醐
胞
が
讃
本
風
の
七
五
調
に
則
っ
て
い
る
こ
と
は
、

、
、
、

明
か
に
そ
の
文
率
的
関
心
の
源
を
示
し
て
い
る
。

美
妙
の
、
言
文
一
致
と
英
文
拳

主樽噂持W

こ
の
物
語
の
冒
頭
を
掲
げ
る

i
l

い
ん
々
ら
ん
ど

報
讐
を
名
と
し
て
海
賊
英
倫
を
侵
す

第

一

回

い

b

'

虚
聾
を
信
じ
て
王
弟
茨
旦
に
赴
く

そ
も
/
¥
英
倫
と
呼
倣
す
は
悌
蘭
西
園
の
北
の
方
に
海
を
隔
て

し
島
固
な
り
品
目
は
そ
の
民
野
置
に
し
て
取
る
に
足
ら
ぬ
様
な
り
し

L
h
f
a
J

い
く
さ

も
羅
馬
の
大
持
一
該
趣
が
ひ
と
た
び
軍
を
推
進
め
て
韓
民
と
た
L

か

ひ
っ
遂
に
卒
定
し
た
り
し
よ
り
日
を
迫
ふ
て
開
け
行
き
後
に
は
羅

む

か

し

か

ハ

馬
も
衰
へ
て
統
御
昔
日
に
事
具
り
有
れ
ど
も
無
き
が
如
き
に
ぞ
忽

牽
制
を
脆
し
去
り
一
箇
調
立
と
ハ
な
る
も
の
か
ら
内
地
ハ
数
州
に

の

う

さ

む

あ

ら

ん

ど

ゑ

す

せ

つ

〈

す

分
裂
し
北
に
郷
傘
波
蘭
あ
り
南
に
あ
た
り
て
威
塞
あ
り
二
園
の

聞
に
蹴
悦
あ
り
皆
是
屈
指
の
・
大
固
に
し
て
白
一
能
の
小
闘
も
頗
多
く

江
川
敵
園
の
艇
を
窺
ひ
い
ハ
ゆ
る
鞍
園
初
識
を
な
れ
』
し
も
分
れ
℃

再
一
に
障
す
る
ハ
天
の
常
数
な
り
と
か
や

衣
に
、

こ
の
よ
う
に
、
蕎
文
事
、
殊
に
、
馬
琴
の
強
い
影
響
の
下
に
出

愛
し
た
美
妙
は
、
新
時
代
の
趨
勢
に
敏
感
な
、
目
先
の
利
く
才
人

で
あ
っ
た
。
「
小
説
神
髄
」
の
反
馬
琴
論
に
同
感
し
た
の
で
あ
ろ

う
。
一
轄
し
て
、
馬
琴
の
影
響
か
ら
脆
し
よ
う
と
し
た
。

身
は
す
こ
ぶ
る
早
く
、
鮮
や
か
で
あ
っ
た
。

そ
の
轄
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「
我
幾
多
文
庫
」
の
明
治
十
九
年
十
一
月
競
か
ら
連
載
さ
れ
た

「
明
戒
小
説
天
狗
」
は
、
後
表
さ
れ
た
言
文
一
致
憧
の
小
説
の
最

初
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。

那
須
月
五
郎
(
競
、
意
外
)
と
い
う
作
家
が
、
妻
を
同
伴
し

て
、
熱
海
の
宿
屋
へ
湯
治
に
来
て
、
博
事
ぶ
っ
た
気
障
っ
た
ら
し

い
熱
を
吹
い
て
い
る
。
す
る
と
、
宿
へ
盗
賊
が
入
っ
て
、
騒
動
が

起
る
、
云
云
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
筋
が
は
っ
き
り
展
開
し
な
い

う
ち
に
、
中
絶
し
て
、
未
完
に
終
っ
て
い
る
。

と
に
か
く
、
最
初
の
個
所
を
引
用
し
て
み
よ
う
|
|

聞
ゆ
る
は
出
鱈
目
の
讃
方
で
大
腸
に
も
テ
ム
ベ
ス
ト
を
謹
む
聾

H
ハ
イ
ル
メ

I
ニ

1
コ
官
ル
ド

メ
ス
セ
ン
グ
ル
・
:
ヲ
イ
フ
ウ

ジ
ユ
・
:
ジ
ユ
・
:
ジ
ユ
ピ
テ
ー
ル
(
=
阿
佐
山
「
匡
RHU刊

の
O
H
0
5
白
血
冨
冊
目
窓
口
問
。
づ

:
:
d司
氏
。
。
こ

4
5♂
|
|
)
あ
L
ど

う
も
旨
い
て
貫
に
シ
ヱ

l
ク
ス
ピ

l
ア
翁
の
筆
力
は
凄
い
も
の
だ

:
:
感
心
の
外
は
無
い
。
此
テ
ム
ベ
ス
ト
の
戯
曲
な
ど
は
三
十
能

種
の
中
で
も
随
分
屈
指
と
い
ふ
程
有
て
:
:
:
通
篤
何
慮
と
て
可
笑

く
無
い
所
は
無
い
テ
、
そ
ろ
/
¥
こ
い
つ
?
:
:
醜
語
で
も
し
て

:
ナ
ア
:
一
番
世
中
の
平
凡
く
た
共
を
吃
驚
さ
せ
て
遣
ら
う
か

知
ら
ん
:
・
そ
れ
で
も
些
一
可
愛
そ
う
だ
。
何
し
ろ
シ
エ

1
先
生
は
豪

オ
ー
フ
1

気
な
人
だ
H

と
言
ふ
撃
の
す
る
一
室
は
熱
海
の
宿
屋
鼻
高
屋
の
二

階
で
此
大
風
呂
敷
を
贋
げ
る
先
生
は
、
湯
治
に
来
て
居
る
自
栴
才

子
年
は
ま
だ
三
十
に
奈
良
漬
の
香
の
物
競
を
ば
意
外
と
茶
漬
の
揮

庵
押
が
利
い
た
風
:
:
:
鈴
で
は
な
い
が
プ
ラ
/
L
K
と
備
け
る
生
れ

つ
き
月
夜
に
釜
を
糠
味
噌
の
那
須
月
五
郎
と
言
て
親
父
か
ら
買
受

け
た
大
事
の
名
は
気
が
利
か
な
い
と
顧
ず
、
生
寵
の
甲
斐
無
い
小

説
か
ら
些
と
は
和
文
の
書
方
を
費
え
た
も
ん
で
サ
ア
、
新
聞
に
投

書
を
魚
る
は
/
¥
横
町
の
熊
の
軒
下
で
蜘
昧
が
其
を
張
た
と
か
溝

板
が
外
れ
て
溝
の
中
が
見
え
た
と
か
詰
ら
ぬ
事
に
手
間
隙
潰
し
て

感
有
り
と
か
麺
包
あ
り
と
か
さ
り
と
は
甘
た
る
い
物
斗
り
書
散
し

毎
々
二
銭
の
御
散
財
H
酔
輿
な
人
も
有
ぱ
有
る
物
だ
H
と
笑
ひ
乍

ら
出
し
て
や
れ
ば
嘗
人
は
早
最
う
有
頂
天
に
昇
て
逆
に
押
立
た
様

な
気
に
な
り
、
共
新
聞
を
持
て
此
所
彼
方
を
跳
廻
り
終
に
は
新
聞

紙
も
飴
り
い
ぢ
く
ら
れ
る
た
め
下
手
の
水
仙
活
と
来
て
ク
チ
ヤ

/
¥
に
な
る
迄
見
せ
び
ら
か
す
も
道
楽
と
思
て
勘
排
す
れ
ば
段
々

に
眼
上
り
三
四
度
の
投
書
を
縁
と
し
て
押
強
く
も
記
者
の
家
へ
出

掛
け
江
一
わ
か
こ
う
か
頼
ぷ
で
ざ
づ
と
ま
あ
校
生
方
位
な
役
目
に
な

る
と
サ
ア
。

引
用
文
の
な
か
で
も
、
「
年
ト
は
ま
だ
三
十
に
奈
良
漬
の
香
の
物
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競
を
ぱ
意
外
と
茶
漬
の
津
庵
押
が
利
い
た
風
」
と
い
う
よ
う
な
個

所
は
、
掛
詞
を
飢
用
し
、
そ
れ
が
卑
俗
な
意
味
で
遊
戯
的
で
あ

る
。
表
現
に
個
性
が
な
く
、
迫
力
に
満
ち
た
観
察
眼
を
反
映
し
て

い
な
い
。
し
か
し
、
「
竪
琴
草
紙
」
と
比
べ
れ
ば
、
護
本
調
の
因
襲

を
棄
て
¥
日
常
語
を
文
拳
的
表
現
に
利
用
し
よ
う
と
す
る
努
力

(
一
五
〉

が
、
一
見
し
て
明
か
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
文
躍
を
更
新
し
よ
う
と
す
る
試
み
は
、
根
本
的

に
、
貫
生
活
を
あ
る
が
ま
L

に
寓
そ
う
と
す
る
態
度
、
す
な
わ

ち
、
馬
貫
的
な
創
作
態
度
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
ろ
う
。
盟
国
良
平
氏

が
次
の
よ
う
に
い
っ
て
お
ら
れ
る
言
葉
は
、
占
ん
も
で
あ
る
|
|

こ
の
態
度
は
未
だ
巌
正
な
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
な
く
て
か
な
り
調

刺
的
な
且
ど
ち
ら
か
と
い
ふ
と
戯
作
調
の
不
真
面
目
な
筆
致
が
出

て
ゐ
る
。
批
剣
の
目
が
潔
く
て
、
面
白
字
分
の
書
方
が
見
え
て
ゐ

る
が
、
と
に
か
く
彼
が
侍
奇
的
傾
向
か
ら
罵
貫
的
傾
向
に
向
は
う

と
し
た
一
試
作
で
あ
る
こ
と
に
関
連
ひ
は
が
的
。

「
小
説
天
狗
」
の
趣
旨
は
嘗
時
の
流
行
作
家
を
識
す
る
こ
と
で

あ
り
、
意
外
の
モ
デ
ル
は
須
藤
南
翠
(
安
政
五
|
大
正
九
)
で
あ
る

二
七
)

と
い
う
。
南
翠
は
今
日
殆
ん
ど
忘
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
明
治
二
十

年
前
後
の
流
行
作
家
の
一
人
で
あ
る
。
南
翠
が
新
聞
記
者
で
あ
っ

美
妙
の
言
文
一
致
と
英
文
拳

た
と
い
う
よ
う
な
外
面
的
な
類
似
は
別
に
し
て
、
作
家
と
し
て
意

外
と
相
通
じ
る
と
こ
ろ
が
な
く
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
少
く
と

も
、
「
小
説
天
狗
」
に
戯
霊
化
さ
れ
だ
作
家
は
、
彼
の
作
船
内
と
無
関

係
で
な
い
。
南
翠
の
代
表
作
は
「
続
裳
談
」
で
あ
る
が
、
明
治
十

九
年
六
月
か
ら
八
月
ま
で
「
改
進
新
聞
」
に
掲
載
さ
れ
た
こ
の
物

三
八
)

語
は
、
中
央
集
権
と
地
方
分
樺
の
問
題
を
取
り
扱
っ
た
政
治
小
説

で
あ
る
。
貧
農
の
家
に
生
ま
れ
た
農
村
改
良
家
、
英
園
に
留
拳
し

た
代
言
士
、
保
守
主
義
の
貴
族
、
淑
女
な
ど
が
現
わ
れ
て
、
波
澗

に
富
ん
で
い
る
。
時
代
色
を
取
り
入
れ
た
、
巧
み
な
、
し
か
し
、

.
大
業
な
虚
構
で
あ
る
。

明
治
二
十
一
年
に
出
版
さ
れ
た
「
謹
詩
集
談
」
の
序
に
、
作

者
自
身
が
、
「
小
説
の
要
は
専
ら
立
案
に
あ
る
も
の
な
れ
ば
、
予
は

力
め
て
意
匠
を
新
に
し
作
意
を
高
倫
に
し
て
之
れ
を
玄
妙
不
思
議

の
聞
に
銭
し
壷
さ
ん
と
闘
れ
る
も
の
な
り
」
と
記
し
て
い
る
こ
と

か
ら
、
分
る
よ
う
に
、
こ
の
物
語
は
馬
貫
に
徹
し
よ
う
と
し
た
も

(
一
九
〉

の
で
は
な
か
っ
だ
。

未
完
に
終
っ
た
、
飴
り
手
際
の
よ
く
な
い
習
作
「
小
説
天
狗
」

で
、
美
妙
が
何
を
調
し
、
ど
の
よ
う
な
寝
貫
を
士
心
し
た
か
ピ
、
ほ

ぽ
推
察
さ
れ
る
。

:219 
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さ
て
、
こ
の
物
語
の
最
初
に
あ
る
「
あ
ら
し
」
(
同
J

宮
担
当
Ha

官
昆
)
の
引
用
の
し
か
た
は
、
美
妙
の
英
文
撃
の
理
解
程
度
を
暗

示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
の
引
用
は
も
ち
ろ
ん
知
っ
た
か
ぶ
り
の
街
撃
を
調
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
ろ
く
に
知
力
も
し
な
い
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
(
西
洋
の

文
物
)
を
、
得
意
に
な
っ
て
、
振
り
ま
わ
す
奴
が
あ
る
。
お
れ
は

i

ち
キ
ん
と
知
っ
て
い
る
ん
だ
ぞ
、
と
美
妙
は
い
L

た
い
の
で
あ
ろ

う
。
そ
う
い
え
ば
、
彼
が
明
治
二
十
年
に
大
事
入
拳
試
験
受
験
許

可
願
に
添
附
し
た
謹
書
書
目
は
す
こ
ぶ
る
虞
範
な
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
な
か
に
、
「
注
樺
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ

1
ア
全
集
」
と
い
う

(
一
一

O
)

名
が
あ
る
。

が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
物
語
の
毅
表
昔
時
、
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
が
ど
れ
ほ
ど
讃
ま
れ
て
い
た
か
、
或
い
は
、
ど
れ
ほ
ど
理
解

さ
れ
て
い
た
か
を
、
考
え
れ
ば
、
右
の
よ
う
な
美
妙
の
態
度
は
い

さ
L

か
楽
屋
落
ち
の
感
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
わ
け
に
い
か
な

い
。
街
撃
的
な
似
市
非
筆
者
を
調
す
る
美
妙
自
身
が
、
期
せ
ず
し

て
自
分
の
街
拳
癖
を
暴
露
し
て
し
ま
っ
た
、
と
も
い
え
よ
う
。

引
用
の
匂
は
「
あ
ら
し
」
四
幕
一
揚
に
出
る
仮
面
劇
の
裏
詞
で

あ
と
数
行
績
け
て
、
失
に
引
い
て
み
よ
う
1

1

同
色
Y
B
B
V
B
H
0
5
d
日
2
8ロ唱
F

S

E

口、2

uc浮
門
ロ
由
。

σ叩
河
畔
何
回
目
当
民
冊
。
同
日
同
町
広
四
回
二

あ
る
が
、

当
日

H
o
u
d
-
S
S
M
-
E同
8
ロ

ヨ

E
m刷臼
uCHV。
ロ

BU1
出
。
当
相
叶
曲

り
は
同
芦
田
町
田
仲
財

Oロ
3
7円四一司
OHMmww
叶
え
叶
叩
田
町
山
口
問
臼

HHP4『
町
一
司
白
山

k
r
ロ
仏
当
日
仲
】

Hmmw口
町
四
回
仏

O同
HH】

E
W
t
Hロ
白
げ

04『
門
同

O白
け
凸
吋
一

O一
割
ロ

民
凶
可
ぴ

S
M
q
S吋
目
白
血
、
目
色

g
w
c
z
-
H
Eげ
て

仏

仏

04『
P

HV吋
。
ロ
円
四

OREHHh
当
日

HU可
吋

HP仲
H
H
4昆
HU『

HNWHM
忠
良
片
付
O
B
U『

ρβmw冊
目

-
mロ
B
B
Oロ
d
s
σ
E
F白
F
Z
F
2
岱
0
3
a
m
g
g
d
m叶
白
骨
ロ
吋

い
わ
ば
賓
感
の
伴
わ
ぬ
修
辞
で
あ
り
、
華
や
か
な
見
世
物
の
形

式
的
な
基
調
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
、
一
讃
し
て
分
る
。
こ
の
個
所

は
シ
昌
イ
ク
ス
ピ
ア
自
身
の
筆
で
な
い
と
い
う
議
論
が
行
わ
れ
て

(

一

一

一

)

来
た
ほ
ど
で
あ
る
。

量
一
大
妙
が
「
あ
ら
し
」
の
な
か
の
昼
虚
な
修
鮮
を
選
ん
で
、
意
外

に
朗
讃
さ
せ
た
理
由
は
|
|
首
時
、
十
九
才
の
彼
が
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
論
に
通
じ
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
が
、
「
あ
ら
し
」
を

讃
ん
だ
以
上
、
こ
の
個
所
の
空
虚
さ
は
感
じ
取
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
こ
と
、
ま
た
、
そ
も
そ
も
シ
ェ
イ
ク

2寂声

箇溢品単品



ス
ピ
ア
の
多
く
の
作
品
中
か
ら
、
特
に
「
あ
ら
し
」
を
選
ん
だ
こ

と
に
も
、
理
由
が
な
く
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

「
あ
ら
し
」
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
暁
年
の
作
で
あ
り
、
彼
の
創

作
の
蹄
結
鮎
を
示
す
幻
想
的
な
い
わ
ゆ
る
「
浪
漫
劇
」
、
す
な
わ

ち
、
超
現
貫
的
な
詩
の
世
界
の
描
潟
で
あ
る
こ
と
を
、
美
妙
も
知

っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
詩
的
天
才
の
致
展

を
解
明
し
よ
う
と
し
た
ダ
ヲ
デ
ン
の
劃
期
的
な
名
著
が
、
一
八
七

四
年
に
出
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
、
「
あ
ら
し
」
は
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
の
最
後
の
作
品
群
に
属
す
る
が
、
内
容
か
ら
し
て
、
彼
の
最

後
の
作
と
考
え
る
に
ふ
さ
わ
し
い
、
と
い
う
意
味
の
言
葉
が
あ

(二一一〉

る。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
美
妙
が
「
小
説
天
狗
」
中
に
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
を
吹
聴
し
た
の
は
、
的
外
れ
で
は
な
か
っ
た
。
い
や
、
貫

際
、
な
か
な
か
う
が
っ
た
吹
醸
の
し
か
た
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
態
度
に
、
新
し
い
、
民
貫
な
文
撃
を
創
り
出
そ

う
と
す
る
作
家
の
真
剣
な
意
慾
が
息
づ
い
て
い
る
、
と
い
え
る
で

あ
ろ
う
か
。

29 

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
謹
む
ニ
と
が
、
新
し
い
文
撃
の
本
質
を
志

向
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
ー
ー
さ
ら
に
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
そ
の
も

美
妙
の
言
文
一
致
と
英
文
拳

九官官

、
、
、

の
さ
え
も
が
、
篤
貫
主
義
的
な
理
想
を
賓
現
し
て
い
な
い
も
の
と

し
て
、
消
極
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
態

度
に
は
、
か
な
り
ひ
と
り
よ
が
り
な
街
い
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ

は
、
才
人
美
妙
の
騎
慢
さ
と
、
英
文
撃
に
劃
す
る
理
解
の
軽
薄
さ

を
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

新
文
拳
の
開
拓
者
は
、
世
界
の

E
匠
た
ち
に
闘
す
る
智
識
を
見

せ
び
ら
か
し
た
り
、
そ
れ
を
冷
や
か
し
た
り
す
べ
き
で
な
く
、
先

ず
、
彼
ら
か
ら
敬
度
に
創
作
の
本
質
を
撃
び
取
る
べ
き
も
の
だ
か

(一一一一一)

ら
で
あ
る
。

明
治
二
十
年
七
月
か
ら
同
年
九
月
ま
で
、
雑
誌
「
以
良
都
女
」

ふ
奇
智
ん
し
ら
ぺ
の
び
と
ふ

L

の
第
一

l
三
競
に
連
載
さ
れ
た
物
語
「
風
琴
調
-
節
」
は
、
美

妙
の
言
文
一
致
が
ほ
Y
形
を
整
え
た
作
品
で
あ
る
。

本
間
久
雄
氏
の
「
明
治
文
事
史
」
上
巻
第
二
編
第
三
章
は
、
最

初
に
一
言
し
た
よ
う
に
、
「
言
文
一
致
し
問
題
を
取
り
扱
っ
て
い

る
が
、
そ
の
第
三
節
は
「
美
妙
『
風
琴
調
一
節
』
」
と
題
さ
れ
て

い
る
。
約
六
頁
に
わ
た
っ
て
、
か
な
り
詳
し
く
こ
の
作
品
が
紹
介

さ
れ
て
い
る
。

「
美
妙
の
言
文
一
致
櫨
の
最
初
の
見
本
と
し
て
事
ぐ
ベ
ち
も
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の
」
と
あ
る
。

で
は
、
こ
の
作
品
は
貫
際
ど
の
よ
う
な
物
語
で
あ
り
、
ど
の
よ

う
な
特
徴
を
持
っ
て
い
る
か
。

右
に
い
っ
た
よ
う
に
、
三
競
に
わ
た
っ
て
雑
誌
に
連
載
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
合
わ
せ
て
わ
ず
か
数
十
頁
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
、

未
完
に
終
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
大
韓
決
の
よ
す
で
あ
る
|
|

あ
る
女
撃
校
を
来
年
卒
業
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
二
人
の
生

徒
が
あ
る
。
そ
の
一
人
久
保
田
阿
丸
は
蓮
葉
な
性
質
で
、
最
初
お

と
恥
し
か
っ
た
い
ま
一
人
江
本
阿
角
を
そ
L

の
か
し
て
、
ふ
し
だ

ら
な
仲
間
に
引
き
入
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
ら
が
慈
善
音
柴
舎

に
出
席
し
た
と
き
、
高
木
景
遠
と
い
う
青
年
が
、
自
作
の
唱
歌
を

風
琴
に
合
わ
せ
て
歌
わ
せ
る
た
め
に
、
そ
の
舎
に
出
て
、
挨
拶
す

る
。
阿
角
は
高
木
に
思
い
を
よ
せ
て
、
物
思
い
に
悩
む
。
同
時

に
、
阿
丸
の
本
性
を
護
見
し
て
、
い
と
わ
し
く
思
う
。
高
木
が
阿

角
た
ち
の
事
校
の
教
師
に
な
る
こ
と
に
き
ま
る
。
夏
休
み
中
に
、

阿
角
は
伯
父
に
蓮
れ
ら
れ
て
、
函
根
へ
行
き
、
高
木
に
舎
う
は
ず

の
と
こ
ろ
、
首
尾
よ
く
行
か
ぬ
。
い
よ
い
よ
挙
校
が
始
ま
る
・
:

以
上
の
よ
う
に
、
筋
は
至
極
単
純
で
あ
り
、
格
別
取
り
立
て
L

い
う
ほ
ど
の
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
が
、
女
拳
生
の
生
活
と
、
殊

yゐF

に
、
そ
の
心
理
を
冷
静
に
描
き
出
そ
う
と
し
た
貼
で
、
軒
新
で
も

あ
り
(

4

ん
も
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
の
心
理
描
寝
が
さ
ほ
ど
手

際
よ
く
行
っ
て
い
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
措
潟
し
よ
う
と
す
る

心
理
そ
の
も
の
が
、
江
戸
在
来
の
女
性
の
心
理
よ
り
も
、
果
し
て

ど
れ
だ
け
複
雑
、
或
い
は
、
高
倫
で
あ
っ
た
か
は
、
問
題
で
あ
ろ

う
が
)
、
ま
た
、
根
本
的
に
、
本
格
的
な
馬
貫
的
態
度
を
志
し
た
も

の
だ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
、
そ
の
抱
負
が
ど
れ
だ
け
貫
現
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
と
に
か
く
、
作
中
第
一
曲
の
始
め
に
あ
る
慈
善
音
柴
曾
の
揚

か
ら
、
阿
丸
の
描
寝
を
引
い
て
み
よ
う
|
|

こ
ん
ほ
す

今
一
人
は
年
頃
凡
十
八
九
、
国
規
を
掛
た
ら
ぱ
、
耳
ば
か
り
が

残
る

P
あ
ら
う
と
思
ふ
程
な
園
顔
、
そ
れ
は
好
い
が
、
笑
ふ
と
上

ほ

ぐ

き

く

き

っ

者

歯
根
を
露
は
す
と
い
ふ
不
忠
義
な
口
態
右
か
ら
見
て
も
左
か
ら
見

お
し
ゃ
べ
'

て
も
迫
も
美
く
は
見
え
ず
唯
欝
舌
ら
し
く
思
は
れ
る
が
、
貫
に
，
茶

た
ち

鑑
定
は
間
違
無
く
生
附
い
た
蓮
葉
の
質
。
そ
れ
に
其
名
が
阿
丸
と

ふ
た
お
や

は
よ
く
/
¥
雨
親
が
名
を
命
け
た
時
、
先
見
の
眼
力
が
あ
っ
た
も

な

か

と

も

た

ち

の
と
交
情
の
悪
い
朋
友
は
悪
口
を
伊
吹
文
、
熱
く
な
っ
て
父
と
母

お

き

ゃ

ん

ゆ

り

ん

せ

め

が
此
阿
丸
の
阿
侠
を
直
さ
う
と
勉
め
た
が
中
々
験
が
無
い
、
切
て

つ
び

撃
問
で
も
よ
く
潟
せ
た
ら
ぱ
絡
に
は
直
る
事
も
あ
ら
う
と
其
庭
は
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そ
れ
親
の
慈
悲
阪
平
に
な
る
ま
で
も
拳
校
へ
通
事
さ
せ
て
置
い
た

な
ま

b
p

慮
、
そ
れ
が
却
て
嘗
人
の
毒
に
な
っ
た
。
惣
に
洋
書
の
一
二
時
は

覗
い
た
の
で
、
岡
目
の
嘗
推
量
、
西
洋
諸
園
で
は
女
子
に
政
権
を

念
ん
に
よ

取
ら
せ
る
と
い
ふ
議
論
も
出
て
来
た
の
、
男
女
同
構
が
我
邦
に
行

は
れ
ぬ
が
慨
は
し
い
の
と
一
口
交
に
理
屈
張
り
、
父
母
を
さ
へ
下

回
に
見
る
不
孝
者
と
成
田
の
不
動
、
挺
で
も
動
か
ぬ
天
晴
女
丈

は
ち
め

夫
、
最
初
は
温
和
の
性
質
で
あ
っ
た
阿
角
を
も
怯
ま
せ
て
、
生
意

気
な
人
間
に
仕
立
上
巻
、
い
ぽ
巴
り
念
で
天
成
の
赤
毛
を
人
に
見

さ

う

る

づ

ん

へ

い

あ

(

二

四

)

せ
の
。
缶
四
回
国
包
吋
(
金
髪
)
と
酒
落
て
居
る
。

ま
だ
掛
調
や
駄
酒
落
が
目
立
ち
、
不
真
面
目
な
遊
戯
的
気
分
が

拭
い
去
ら
れ
て
い
な
い
が
、
文
瞳
が
金
一
慣
と
し
て
か
な
り
整
っ
て

い
る
。
「
小
説
天
狗
」
に
比
べ
て
、
表
現
が
大
分
確
貫
に
な
っ
て

い
る
。貫

際
、
美
妙
自
身
そ
の
文
瞳
に
相
官
な
自
信
を
持
っ
て
い
た
ら

し
く
、
こ
の
物
語
に
つ
け
た
序
文
に
、

言
文
一
致
は
文
明
の
証
標
と
或
る
人
も
言
っ
た
通
り
是
ほ
ど
宜

い
事
は
無
い
と
一
言
ふ
魔
か
ら
近
頃
に
至
つ
て
は
我
園
の
文
に
闘

し
、
些
し
は
焦
慮
す
る
人
も
出
て
来
た
は
貫
に
添
い
事
だ
。

と
い
L

、
美
妙
の
言
文
一
致
と
英
文
牟

俗
文
体
だ
と
て
盟
梅
さ
へ
巧
に
鋳
れ
ば
中
々
雅
文
体
に
劣
る
所

も
無
く
、
而
も
自
然
に
規
律
も
有
っ
て
言
ふ
に
言
は
れ
ぬ
妙
味
も

有
る
。
此
小
説
の
文
な
ど
を
ぱ
、
精
此
謹
に
注
意
し
て
書
い
た
も

の
で
:
:
:

と
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
、
右
に
い
っ
た
よ
う
な
言
葉
の
技
巧
、
或
い
は
、
飾
り

が
、
内
容
を
伴
わ
ず
に
星
廻
り
し
て
い
る
こ
と
は
、
皐
に
表
現
技

法
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
作
者
の
文
学
精

神
の
な
か
で
、
奮
文
撃
の
因
襲
が
新
し
い
文
撃
的
虞
貫
を
蔽
っ
て

い
る
た
め
で
あ
り
、
彼
の
馬
貫
的
態
度
が
確
立
し
て
い
な
い
詮
撮

で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
竪
琴
草
紙
」
か
ら
「
小
説
天
狗
」
を
経
て
、
「
風

琴
調
一
節
」
に
至
る
ま
で
、
表
現
の
因
襲
を
破
っ
て
新
し
い
濁
自

の
文
櫨
の
創
造
を
試
み
て
来
た
美
妙
川
、
そ
の
試
み
に
際
し
て
、

最
も
大
き
な
影
響
を
受
け
た
英
園
作
家
は
い
っ
た
い
誰
で
あ
っ
た

ろ
う
か
。
英
文
事
通
で
あ
っ
た
彼
が
、
英
園
作
家
か
ら
影
響
を
受

け
た
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
か
ら
。

も
ち
ろ
ん
、
英
語
の
文
憧
と
日
本
語
の
文
瞳
は
根
本
的
に
遺
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ぅ
。
あ
る
程
度
英
語
の
譲
め
た
美
妙
は
、
横
文
字
と
縦
文
字
の
匿

別
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
か
ら
、
特
定
の
英
園
作
家
の
文

簡
を
そ
の
ま
L

日
本
語
に
鳥
そ
う
な
ど
と
い
う
無
謀
な
こ
と
は
し

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

問
題
は
、
ど
の
作
家
か
ら
ど
れ
ほ
ど
深
く
潟
貫
的
態
度
を
拳
ん

だ
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
風
琴
調
一
節
」
第
三
曲
の
末
尾
に
つ
け
た
言
葉
の
な
か
で
、

美
妙
は
衣
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
|
|

甲

批
評
家
美
妙
粛
は
ア
ン
マ
リ
心
理
を
童
く
さ
う
と
思
っ
て
却

っ
て
深
く
措
き
過
ぎ
る
か
ら
惑
い
と
い
ふ
評
が
有
る
ヨ
。
英
の

「
サ
ッ
カ
レ

1
」
は
あ
の
通
り
俊
れ
た
小
説
家
だ
ら
う
。
然
し
深

〈
穿
ち
過
ぎ
る
の
と
文
を
気
取
り
過
ぎ
る
の
と
で
一
般
の
人
気
を

取
れ
な
か
っ
た
で
は
無
い
か
。
チ
ト
、
君
も
「
サ
ッ
カ
レ

1
」
に

心
酔
す
る
癖
を
ば
止
め
た
が
善
か
ら
う
。

で
は
、
美
妙
が
サ
ッ
カ
レ
!
の
影
響
を
受
け
て
、
「
心
理
を
壷

く
さ
う
と
思
っ
て
却
っ
て
深
く
描
き
過
ぎ
」
た
と
は
、
兵
憧
的
に

ど
の
よ
う
な
表
現
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

例
え
ば
、
第
二
曲
中
に
次
の
よ
う
な
個
所
が
あ
る
|
|

あ
L

ピ
ア
ノ
:
誰
が
調
べ
る
の
か
知
ら
ん
ピ
ア
ノ
と
言
へ
ば
咋

日
の
風
琴
:
・
風
琴
と
言
へ
ば
却
の
高
木
さ
ん
:
大
層
奇
麗
な
、
能

い

く

つ

あ

由

び

と

期
な
:
・
御
年
は
幾
歳
ぐ
ら
ゐ
だ
ら
う
α

那
人
は
演
説
の
中
、
三
度

ほ
ど
妾
の
顔
を
見
て
:
生
憎
昨
日
は
妾
の
宇
襟
が
悪
か
づ
た
か
ら

・:あ
L

夫
を
見
ら
れ
た
か
知
ら
ん
。
此
問
買
っ
た
襟
善
の
に
翁
れ

あ
は
せ

ば
好
か
っ
た
。
併
し
妾
の
顔
は
相
照
鏡
で
見
て
も
真
向
よ
り
は
下

い

わ

ざ

向
の
方
が
好
い
の
で
、
昨
日
も
故
意
と
下
を
向
い
て
居
た
か
ら
吃

度
好
く
見
え
た
ら
う
。
そ
れ
な
ら
ば
先
安
心
。

こ
れ
が
果
し
て
「
深
く
描
」
い
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。

サ
一
ッ
カ
レ
ー
は
デ
ィ
ケ
ン
ズ
な
ど
に
比
べ
て
、
た
し
か
に
、
正

確
な
、
詳
細
な
、
傍
観
的
な
描
篤
と
、
冷
笑
的
な
註
轄
の
言
葉
が

特
色
で
あ
る
。
そ
の
「
穿
っ
た
」
態
度
の
た
め
に
、
表
現
が
技
巧

に
流
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
揚
合
に
よ
っ
て
は
、
冗
漫
で
、
ひ
と

り
よ
が
り
の
弊
に
陥
っ
た
。
彼
は
生
前
か
ら
デ
ィ
ク
ン
ズ
ほ
ど
大

衆
の
人
気
が
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
右
の
よ
う
な
言
葉
を
記
し
た
と
き
、
美

妙
は
サ
ッ
カ
レ
I
の
ど
の
作
品
を
思
い
浮
べ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
し
て
、
彼
が
思
い
浮
べ
て
い
た
サ
ッ
カ
レ
!
の
作
品
は
、

ど
れ
ほ
ど
「
心
理
を
童
く
」
し
、
一
深
く
描
き
過
ぎ
」
て
い
る
で

あ
ろ
う
か
。
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皮
肉
な
い
L

か
た
を
す
れ
ば
、
サ
y

カ
レ
I
は
「
ピ
ア
ノ
、
風

景
，
、
高
木
さ
ん
、

b
T
襟
、
真
向
、
下
向
、
云
云
」
と
、
心
理
事
の

蓮
想
の
貫
験
の
よ
う
な
こ
と
を
、
書
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

い
ろ
い
ろ
の
事
情
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
「
風
琴
調
一
節
」

と
最
も
近
似
し
た
サ
y
カ
レ

1
の
小
説
は
、
「
虚
築
の
市
」

(
5
5帆

・

(
二
五
)

n
q
N
1
9
F
H
∞
右
|
∞
)
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
物
語
は

サ
ッ
カ
レ

1
の
出
世
作
で
あ
り
、
代
表
作
で
あ
り
、
傑
作
の
一
つ

で
あ
る
か
ら
、
美
妙
も
知
っ
て
い
た
に
相
違
な
い
。
少
く
と
も
、

サ
ッ
カ
レ

I
に
「
心
酔
」
し
た
と
自
ら
記
し
た
美
妙
の
作
品
を
、

「
虚
築
の
市
」
と
比
較
す
る
こ
と
は
、
見
嘗
外
れ
で
は
あ
る
ま

33 

「
虚
楽
の
市
」
の
詳
し
い
筋
を
述
べ
る
こ
と
は
差
し
控
え
る
o

r

簡
単
に
い
え
ば
、
利
巧
で
圃
々
し
い
レ
ベ
ッ
カ
(
ベ
キ

1
)
・
シ

ャ
ー
プ
と
お
と
な
し
い
ア
ミ
ー
リ
ヤ
・
セ
ド
リ

1
の
二
人
の
人
生

が
、
か
ら
ま
り
合
い
な
が
ら
、
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
前
者
は

初
め
、
貸
し
い
、
賎
し
い
身
分
か
ら
、
次
第
に
上
流
枇
舎
に
入
り

込
み
、
後
に
破
誠
す
る
。
後
者
は
裕
繭
な
家
に
生
ま
れ
る
が
、
不

幸
な
結
婚
の
た
め
に
落
ち
ぶ
れ
、
終
り
に
幸
せ
な
再
婚
を
す
る
。

物
語
は
二
人
が
女
拳
校
を
卒
業
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。

美
妙
の
言
文
一
致
と
英
文
皐

こ
の
物
語
に
は
、
?
ォ

1
タ
ー
ル
l
の
舎
職
(
一
八
一
五
年
六
月

十
八
日
)
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
ぺ
キ

1
と
ア
ミ
ー
リ
ヤ
が

女
拳
校
を
卒
業
す
る
の
は
、
そ
れ
よ
り
も
以
前
で
あ
る
。
そ
の
貼

か
ら
い
え
ば
、
こ
の
物
語
は
一
種
の
歴
史
小
説
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
サ
y
カ
レ
ー
は
こ
L

に
歴
史
を
再
現
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
い
。
歴
史
を
背
景
に
し
た
一
位
曾
生
活
な
い
し
市
民
の
日

常
生
活
ー
ー
も
っ
と
は
っ
き
り
い
え
ば
、
過
去
に
輔
佐
さ
れ
た
グ

ィ
ク
ト
リ
ア
時
代
人
の
生
活
意
識
を
、
寝
貫
的
に
描
出
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
「
虚
楽
の
市
L

は
本
質
的
に
世
話
物
で
あ
り
、

時
代
を
二
三
十
年
過
去
へ
ず
ら
し
た
の
は
、
封
象
を
客
観
化
し
よ

う
と
す
る
創
作
意
識
か
ら
生
じ
た
、
情
況
の
選
捧
の
結
果
だ
と
い

っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。

と
に
か
く
、
こ
の
物
語
中
か
ら
、
中
心
人
物
の
一
人
ベ
キ

1
・

シ
ャ
ー
プ
の
措
寝
を
引
用
し
て
み
よ
う
l
i
'

∞
げ
担
当

mw回
目

HHHPHHPロ
仏
色
仲
間
]
同
三
回
目

VO吋
問
。
回
一

HVHHZ抽
出
伊
国
内
ぜ
-

HHmw比四円
y
p
H
H仏
当
山
仲
]
凶
白
河
内
出
財

P
E
E
Pロ
凶
刊
の
伊
国
仲
仏
。
4
『
白
日
当
日

MmHH

己
μ
叩

同

日

00]円
四
仏

βHVHMM3w
当
2
0
4
2
U
H
H
P吋
mow

。門E
u
p
H
M
a
P
3
E

g
a
z
f
g
E
R
s
t
S
U
S
E
5
0
問
。
寸
叩
吋

g仏
民
叶
・
の
ユ
∞

p

h
叫

gHH
号
。
目
。
乱
。
吋
色
、

mwロ
仏

2
2
8
吉
伸
財
布
〈
仲
の
お
吋
。
同
の

vz'
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;;!; wick， the Reverend Mr. Flowerdew， fel1 in love 

with Miss Shar.p'" 

By the side of many tal1 and bouncing young la-

dies in the establishment， Rebecca Sharp looked 

like a child. But she had the dismal precocity of po司

verty. Many a dun had she talked to， and turned 

away from her father's door; many a tradesman 

had she coaxed and wheedled into good-humour， and 

into the granting of one meal more. She sate com-
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明
治
二
十
一
|
二
年
に
雑
誌
「
都
の
花
」
に
稜
表
さ
れ
た
「
花
ぐ

る
ま
」
か
ら
、
二
十
三
年
の
「
耕
臥
川
教
師
一
一
一
駅
」
に
至
っ
て
、

美
妙
と
し
て
行
き
つ
く
と
こ
ろ
ま
で
行
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
で
あ

ろ
う
口

35 

と
こ
ろ
で
、
車
夫
に
な
っ
て
働
い
て
い
る
法
律
書
生
が
、
師
の

妹
に
ょ
せ
る
思
い
の
経
緯
を
物
語
っ
た
前
者
は
と
に
討
作
、
墜
落

し
た
女
教
師
勾
湘
い
た
後
者
に
は
、
他
の
外
園
文
事
書
か
ら
の
影

響
が
あ
る
に
せ
よ
、
な
い
に
せ
よ
、
ぺ
キ

1

・
シ
ャ
ー
プ
的
措
潟

の
模
倣
の
あ
と
が
た
ど
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
物
語
に
は
、
日
常
語
の
表
現
が
、
一
慮
、
記
述
と
し
て
定

若
さ
れ
て
い
る
。
が
、
そ
れ
は
、
「
虚
楽
の
市
」
に
お
け
る
よ
う

に
、
描
篤
と
叙
述
の
調
和
が
完
成
さ
れ
て
、
鮮
明
な
統
一
的
印
象

を
興
え
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

盟
国
氏
が
、
「
可
隣
な
る
薄
命
の
女
性
は
、
共
一
準
動
毎
に
、
作

者
の
分
析
カ
の
矯
に
寸
断
さ
れ
て
仕
舞
ふ
。
従
っ
て
護
者
は
拾
寝

の
推
移
に
感
動
す
る
前
に
、
作
者
の
煩
鎖
な
説
明
に
引
張
り
廻
さ

れ
て
感
動
が
途
切
れ
る
」
と
い

L
、
女
主
人
公
志
保
子
が
職
を
失

っ
て
、
得
を
さ
ま
よ
う
一
一
節
(
第
四
「
大
ま
ご
つ
き
」
)
を
引
用
し

て
、
そ
の
表
現
を
分
析
し
て
お
ら
れ
る
が
、
論
旨
は
一
二
ん
も
で

美
妙
の
言
文
一
致
と
英
文
拳

あ
り
、徒

ら
に
作
者
の
冗
婦
の
下
に
、
愚
劣
な
女
性
が
踊
っ
て
ゐ
る
に

過
ぎ
な
い
。

と
い
う
結
論
に
も
、
反
封
の
館
地
が
い
に
刊
。

し
か
し
、
そ
の
表
現
技
法
が
「
虚
柴
の
市
」
の
模
倣
J

か
ら
生
ま

れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
罪
は
チ
ッ
カ
レ
ー
に
は
な
い
。

傑
作
中
の
サ
ッ
カ
レ
ー
は
決
し
て
「
冗
鼎
」
で
担

ω、
「
愚
劣
な

女
性
」
を
「
踊
」
ら
し
て
い
る
わ
け
で
な
い
。
ぺ
キ

1

・
シ
ャ
ー

プ
は
高
貴
な
人
間
で
は
な
い
が
、
躍
如
と
し
て
生
h
c

て
お
り
、
彼

女
な
り
に
巌
粛
な
人
生
の
十
字
架
を
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
後
、
美
妙
は
念
速
に
名
聾
を
失
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の

原
因
が
他
の
ど
こ
に
あ
っ
た
に
も
せ
よ
、
根
本
的
に
は
、
彼
の
文

事
精
紳
の
生
ぬ
る
さ
が
悲
劇
を
醸
成
し
た
も
の
に
相
違
な
い
。

早
熟
の
才
人
美
妙
は
新
文
撃
を
完
成
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
敬
度

さ
と
強
靭
さ
を
訣
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
彼
が
創
作
を

鼓
吹
さ
れ
た
原
動
力
の
一
つ
で
あ
る
英
文
撃
に
封
し
て
示
し
た
反

感
|
|
不
徹
底
な
、
思
い
上
っ
た
反
感
に
、
明
か
に
現
わ
れ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
間
久
雄
「
明
治
文
拳
由
民
」
上
巻
第
二
編
集
三
章
「
言
文
一

ぷ27

(一一)



一

橋

論

叢

第
三
十
六
巻

第
三
猿
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致
」
の
第
二
節
は
「
美
妙
以
前
の
図
字
圏
諮
問
題
」
と
題
さ
れ
て
い

る
。
表
題
の
問
題
が
分
り
易
く
論
議
し
て
あ
る
。

(
二
〉
「
言
文
一
致
」
か
ら
の
引
用
は
、
韓
国
憧
仮
名
を
普
通
の
俄
名
に

改
め
た
。

(
一
ニ
)
「
血
税
」
と
は
兵
佼
義
務
の
意
。
明
治
五
年
徴
兵
令
制
定
に
際

し
て
護
布
さ
れ
た
太
政
官
の
告
議
中
に
用
い
ら
れ
た
。

(
四
)
出
・

0
・
出
・
切

HHH司
2
'
F
3
H
Oロ
バ
同
町

3
E
H
回

ha目、s
g
Z
(
H∞ω
3・

b
r
o
(
H∞
ω
∞
)
「
花
柳
春
話
」
は
明
治
十
一
一
一
年
に
出
版
さ
れ

た。

〈

玄

〉

d
g
H
Z吋

ω口
D
浮
い
凶

1FGNW一
三
号
。
¥
』

ug言
。
言
。
。
づ

(H∞H
3・

2
0
描
篤
態
度
P
V
人
情
本
か
ら
の
大
き
な
影
響
が
認
め
ら
れ
る

が
、
こ

L

で
は
そ
の
議
論
を
省
略
す
る
。

(
七
)
坪
内
治
迄
「
柿
の
帯
」
二
葉
亭
の
事
口
語
種
の
創
始
。

ハ
八
)
「
明
治
文
拳
の
接
箆
時
代
」
「
中
挙
世
界
」
(
明
治
三
十
九
年
十

一
月
〉
盤
固
良
卒
「
山
田
美
妙
研
究
」
中
篇
第
一
章
第
一
節
中
の

引
用
に
よ
る
。

(
九
)
質
例
を
一
不
す
た
め
に
、
「
カ
シ
タ
ベ

p
l
物
語
」
序
詞
の
冒
頭

数
行
を
次
に
奉
げ
て
お
く
1

1

者
FFロ
S
F仲

KFH尚
昆
0
1
5
E由
国

E
5
2
m
o
z

寸

MMO
骨
o
m
E刊
。
同
区
mw
叶口

FOHMF件
FHVOHg仏

S

S
叩

2

F

kr目
仏
げ
主
回
同
町
内
凶
開
aq叩
吋
可

4m可
ロ

ω
吉
田
呈
口
同
回
目
。
。
号
、

。
同
司
E
O
H
H
4
2
Z
冊
目
的
開
口

a
B白
山

田

5
0
出
C
ロ叶一

(一

O
)

「
日
本
韻
文
論
」
第
一
一
編
第
一
章
(
「
美
妙
選
集
」
下
巻
に
よ

る
。
)~ 

(
一
一
)
同
第
一
編
第
三
章

三
二
〉
向
第
一
一
編
第
一
章

(
一
一
ニ
)
「
美
妙
選
集
」
下
巻
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。
総
振
俄
名
に
な

っ
て
い
る
の
を
省
い
た
。

(
一
回
)
「
美
妙
選
集
」
下
巻
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
る
。

(
一
五
〉
先
に
引
用
し
た
物
集
高
見
の
「
言
文
一
致
」
の
丈
鐙
と
比
べ

る
と
、
費
用
的
な
丈
章
と
婆
術
的
(
で
あ
ろ
う
と
す
る
よ
う
)
な
文

章
と
の
改
革
の
難
易
が
分
る
。
物
集
の
文
章
は
き
わ
め
て
簡
明
で
、

新
し
い
感
じ
が
す
る
。

(
ニ
ハ
)
盟
国
良
卒
「
山
田
美
妙
研
究
」
中
篇
第
三
章
第
一
節

(
一
七
〉
同

(
一
八
)
た
Y
し
、
前
篇
。
十
九
年
十
月
刊
。
後
篇
は
二
十
年
十
一
月

以
後
、
「
改
進
新
聞
」
に
掲
載
。
二
十
一
年
六
月
刊
。
明
治
十
九
年

十
月
刊
の
テ
キ
ス
ト
が
現
代
日
本
文
拳
金
集
第
一
巻
に
牧
且
嫁
さ
れ
て

い
る
。

(
十
九
)
同
じ
序
文
に
、
「
文
章
の
組
織
」
と
い
う
一
節
が
あ
っ
て
、

「
本
篇
の
如
き
も
始
終
一
な
ら
ず
し
て
識
者
の
笑
ひ
を
招
か
ん
こ
と

を
知
り
つ

L
所
謂
駅
対
な
る
も
の
を
用
ゐ
た
り
此
に
注
意
を
促
す
べ

き
は
予
は
今
文
体
の
試
験
中
な
り
」
と
あ
る
。
美
妙
の
攻
撃
が
あ
っ

た
か
ら
れ
ど
う
か
は
別
に
し
て
、
南
翠
が
「
文
体
」
に
意
を
用
い

て
、
自
分
の
文
腫
の
緯
護
を
書
い
て
い
る
こ
と
は
、
殊
に
園
周
味
深

い
。
丈
燈
が
内
容
に
規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
こ

L

で
も

感
じ
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
な
お
、
十
九
年
版
と
二
十
一
年
版
と

は
テ
キ
ス
ト
に
多
少
園
者
同
が
あ
る
。
南
翠
が
文
慢
を
意
識
し
て
い
た

228 
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誼
様
だ
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(二

O
)

こ
の
書
目
は
盟
国
良
平
「
山
田
美
妙
研
究
」
上
篇
第
二
章
第

一
節
に
韓
篤
さ
れ
て
い
る
。

会
一
一
)
た
Y

し
、
最
近
の
挙
者
が
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
|
|

そ
れ
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
い
う
意
見
に
加

携
す
る
に
せ
よ
、
し
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
を
し
ジ
且
イ
ク
λ

ピ
ア
の
書

い
た
ま
L

の
戯
曲
の
不
可
依
な
部
分
で
な
い
も
の
と
し
て
取
り
扱
う

様
刻
は
わ
れ
わ
れ
に
な
い
。

-
-
F
R
O
E
o
t
s
z
N
E思
苦
情
喜
F

E--σ
可

司

gロ
]
円
同
氏
自
O
仏
叩
(
寸
日
回
目
〉
丘
町
H

H

ω

げ
と
お
臼
】
u
o
p吋
O
W

H
唱
-
u
h
#
)
w
H
-

合
一
二

)
E
S
E
U
C
Z
R
きなし言。

HAShaき一品ミ

F
な

ミ

sn目
。
主
人
再
三
w

H

∞
可
少
の

F
4・
ぐ
H
H
H
・
な
お
、
合
作
、
加
筆

の
類
を
除
い
て
、
「
あ
ら
し
」
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
最
後
の
作
で

あ
り
、
一
六
一
一
|
二
年
に
な
っ
た
も
の
と
、
今
日
認
め
ら
れ
て
い

る

o
Q
戸

内

の

E
S
Z
B
一
司
ι
記
念
事
忌
-apS刷
E
R
A
ぬ
邑
司

ミ
匂
gな
a
豆
町
、
。
ミ
3
9
H
3
0・

(
二
一
ニ
)
こ
の
作
品
は
後
訂
正
さ
れ
、
「
柿
山
伏
」
と
改
回
国
さ
れ
て
、
単

行
本
「
夏
木
立
」
ハ
明
治
二
十
一
年
〉
に
牧
録
さ
れ
た
。
場
所
は
箱

根
に
、
「
あ
ら
し
」
は
ミ
ル
ト
ン
の
「
リ
シ
ダ
ス
」
(
』
日
吉
注
量
)
に

襲
っ
て
い
る
と
い
う
。
浪
浸
劇
が
牧
軟
調
哀
詩
に
繋
っ
て
も
、
引
用

の
趣
旨
は
も
ち
ろ
ん
同
様
で
あ
っ
た
ろ
う
。
が
、
「
柿
山
伏
」
は
未

見
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
は
一
切
省
略
す
る
。

(
二
四
)
線
振
俄
名
を
、
特
別
な
も
の
を
除
い
て
、
省
略
し
、
努
鐙
依

名
を
普
、
通
の
仮
名
に
改
め
た
。
以
下
も
、
こ
の
作
品
か
ら
の
引
用
は

美
妙
の
言
文
4

致
と
英
文
拳

ふで先議

同
様
に
し
た
。

(
二
五
)
美
妙
は
、
自
分
の
言
文
一
致
鐙
に
つ
い
て
の
意
見
を
小
訟

に
せ
だ
い
あ
も
ん
ど

「
贋
金
剛
石
」
の
序
に
記
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
、
「
風
琴
誠
一
節
」

の
序
の
終
り
に
書
い
て
い
る
。
そ
の
「
贋
金
剛
石
」
の
序
な
る
も
の

が
長
く
紛
失
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
し
い
も
の
、
す
な
わ
ち
、

「
自
序
」
と
い
う
交
章
を
、
本
間
久
雄
氏
が
愛
見
さ
れ
た
。
そ
の
な

か
に
、
「
サ
ッ
カ
レ
1
」
の
「
ニ
ウ
カ
ム
ズ
」
を
民
似
し
た
、
一
言
冒

と
い
う
言
葉
が
あ
る
と
い
う
。
「
明
治
文
拳
史
」
上
谷
第
二
編
集
三

章
第
四
節
参
照
。
が
、
と
に
か
く
、
「
風
琴
調
一
節
」
と
「
ニ
ュ
ー

カ
ム
一
家
」
(
凶

izh『塁
。
。
量

g
u
H∞
E
1
3
と
は
、
内
容
的
に
品
開
り

関
係
が
な
さ
そ
う
で
あ
る
。

(
二
六
)
明
治
二
十
吉
一
年
十
月
、
「
新
作
十
二
番
」
第
三
番
と
し
て
愛

行
さ
れ
た
。

(
二
七
)
文
慢
の
貨
例
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
で
あ
る
|
|

こ
の
車
夫
と
な
っ
て
居
る
若
者
は
な
か
/
¥
努
な
人
間
で
そ
の
口

調
を
聞
け
ば
車
夫
と
は
見
え
ず
、
そ
れ
で
境
界
を
言
へ
ば
紛
れ
も
無

い
草
夫
で
、
而
も
カ
も
あ
り
、
ま
た
熟
練
も
あ
り
ま
す
。
熟
練
、
そ

れ
を
言
易
へ
れ
ば
気
韓
が
加
は
っ
た
久
し
い
歳
月
で
す
。
(
「
花
ぐ
る

ま
」
第
二
輔
奥
出
す
素
生
の
話
「
都
の
花
」
第
一
競
〉

(
二
八
)
娼
婦
性
と
翼
賛
性
の
葛
藤
を
描
い
た
歴
史
小
話
「
い
ち
ご

姫
」
(
明
治
二
十
二
年
)
は
ゾ
ラ
の
小
設
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
た
も
の

だ
と
い
う
。
「
山
田
美
妙
研
究
」
上
篇
第
二
章
第
四
節
参
照
。

(
二
九
)
「
山
田
美
妙
研
究
」
中
篇
第
一
ニ
章
第
二
節
問
題
の
個
所
は

次
の
よ
う
で
あ
る

i
i
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一

橋

論

叢

第

三

十

六

巻

御
人
が
ら
ゆ
ゑ
阿
房
陀
羅
経
は
も
♂
よ
り
好
物
、
う
し
ろ
の
方
へ

立
ツ
た
は
い

L

が
よ
く
聞
え
ぬ
、
前
へ
も
ぐ
り
出
せ
ば
燈
火
に
照
ら

れ
る
、
む
ぐ
ら
も
ち
見
た
や
う
に
光
り
を
怯
れ
る
の
も
い
く
ら
か
廉

恥
の
有
る
し
る
し
か
、
よ
く
問
え
て
そ
し
て
暗
い
都
合
の
い
L

と
こ

ろ
と
銭
が
出
ぬ
ゆ
ゑ
の
賛
津
三
妹
、
ど
う
か
場
所
を
見
付
け
ま
し

た。
次
第
に
聞
い
て
居
る
う
ち
に
思
は
ず
げ
ら
/
¥
笑
ふ
、
笑
ふ
た
び

に
心
の
け
が
れ
は
段
々
に
色
上
げ
が
積
む
、
ま
た
浮
気
に
な
り
ま
し

た
。
自
分
の
す
ぐ
傍
、
肉
の
ぬ
く
み
も
つ
ひ
通
ふ
出
か
り
の
隣
り
の

と
こ
ろ
に
す
つ
く
り
立
ツ
て
同
じ
く
聞
い
て
居
た
の
は
流
行
の
柿
色

に
白
縮
を
ま
き
付
け
た
年
若
の
男
、
察
す
る
に
二
十
三
回
、
紹
の
初

織
を
着
て
ゐ
ま
し
た
。
男
を
見
れ
ば
何
や
ら
ん
例
に
な
っ
て
胸
は
ど

第
一
一
一
貌

. 

ノ'

き
つ
く
、
ぽ
ツ
と
し
て
其
顔
を
見
上
げ
れ
ば
、
さ
で
も
男
は
謬
の
な

い
も
の
、
あ
か
り
に
向
ツ
て
卒
気
安
心
、
聞
き
惚
れ
て
荷
を
さ
ら
す

容
貌
は
、
さ
て
如
何
な
こ
と
掘
り
出
し
も
の
!
に
が
み
ば
し
づ
た

好
男
子
!

む
ら
/
¥
と
湧
く
煩
悩
に
家
の
こ
と
も
忘
れ
果
て
ま
し
た
。

(三

O
)
Q
-
内

m
H
E
g口
出
口
。

zo回
一
同
富
喜
久
R
F
G

闘
を
ど
E
干

同可。可尽宮崎

H申
EuHM件
・
口

w

た
で
白
書
さ
句
。
帆
y
w
w
w

時
#
・

(
盟
国
良
卒
氏
か
ら
御
示
教
を
受
け
、
「
以
良
都
女
」
第
一
一
一
一
一
援

を
借
覧
し
た
こ
と
に
勤
し
て
、
こ

L

に
厚
く
お
雄
申
し
上
げ
た
い
。
)

(
一
橋
大
拳
助
教
授
)
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