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一

教
室
で
の
『
舞
姫
』
を
難
し
く
し
て
い
る
も
の

森

外
『
舞
姫

は
今
な
お
日
本

鷗

』（
初
出
「
国
民
之
友
」
一
八
九
〇
年
一
月
）

の
高
等
学
校
の
現
代
文
の
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
続
け
て
い
る
定
番
の
国
語

教
材
で
あ
る
。
昭
和
三
〇
年
代
以
後
各
時
代
で
、
近
代
的
自
我
の
照
射
、

文
語
体
に
親
し
む

「
友
情
」
と
「
恋
愛
」
を
深
く
考
え
る
等
、
高
校
生

、

に
ふ
さ
わ
し
い
教
材
と
し
て
支
持
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
定
番
化

と
と
も
に
「
授
業
自
体
も
硬
直
化
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
く
」
と
危
惧
さ

れ
て
い
る

。
そ
の
上
、

( )1

『
舞
姫
』
は

「
現
代
文
」
の
教
科
書
で
は
多
く
は
後
半
に
配
置
さ

、

れ
て
お
り
、
目
次
ど
お
り
な
ら
ば
三
年
の
二
学
期
以
降
の
授
業
で
扱

う
こ
と
に
な
る
。
大
学
入
試
を
控
え
た
時
期
に
、
か
な
り
の
分
量
の

あ
る
文
語
体
の
小
説
教
材
は
授
業
で
は
取
り
上
げ
に
く
い
と
考
え
る

む
き
も
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か

『
舞
姫
』
を
採
録
し
た
教
科
書

。

《
特
集

文
学
と
教
育
》

現
代
文
『
舞
姫
』
の
授
業
実
践
報

告
と
そ
の
展
望

「
あ
な
た
が
豊
太
郎
な
ら
ど
う
し
ま
す
か
？
」
が
問
う

―
―

も
の

岩

下

祥

子

IW
A
S
H
IT

A
S

h
o

k
o

を
使
用
す
る
す
べ
て
の
高
等
学
校
で
『
舞
姫
』
が
授
業
さ
れ
て
い
る

と
は
考
え
に
く
い
。
( )2

と
あ
る
よ
う
に
、
教
科
書
に
採
録
さ
れ
て
い
て
も
『
舞
姫
』
が
授
業
教
材

と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
な
い
場
合
も
多
分
に
あ
る
。
つ
ま
り
『
舞
姫
』
は

教
科
書
採
録
の
支
持
を
得
な
が
ら
も
、
授
業
で
の
採
用
が
難
し
く
、
高
校

二
年
時
に
授
業
が
な
さ
れ
る
『
こ
ゝ
ろ
』
や
『
山
月
記
』
に
比
し
て
生
徒

に
読
ま
れ
ず
に
終
わ
る
こ
と
の
多
い
名
作
で
あ
る
だ
ろ
う
。
昨
今
の
セ
ン

タ
ー
試
験
対
策
重
視
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
も
と
で
は
、
出
題
頻
度
が
低
く

そ
れ
で
い
て
読
解
に
授
業
時
間
を
要
す
る
擬
古
文
体
の
『
舞
姫
』
が
遠
ざ

け
ら
れ
る
現
実
は
避
け
が
た
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
っ
た
教
材
と

、

『

』

し
て
の
扱
い
に
く
さ
の
一
面
が
影
響
し
て
い
る
の
か

最
近
で
は

舞
姫

そ
の
も
の
が
難
解
と
さ
れ
、
高
校
生
の
短
絡
的
な
理
解
を
招
く
作
品
と
し

て
教
科
書
に
不
要
と
す
る
声
も
一
部
に
あ
る
。
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

の
サ
イ
ト
で
は
「
高
校
教
科
書
に
舞
姫
は
要
ら
な
い
～
明
治
の
ク
ズ
男
太

田
豊
太
郎
～
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
元
で
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
や
り
と
り
が
交
わ

さ
れ
て
お
り

〈
留
学
先
で
恋
人
が
身
ご
も
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
保

、

身
の
た
め
に
帰
国
す
る
主
人
公
が
語
る
話
〉
が
教
材
と
な
っ
て
い
る
こ
と

を
疑
問
視
す
る
声
が
あ
が
っ
て
い
る

。
こ
の
よ
う
な
声
も
あ
る
中
『
舞

( )3

姫
』
で
授
業
を
行
う
際
に
は
、
当
然
教
え
る
側
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
問

わ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

で
は
教
え
る
側
に
と
っ
て
『
舞
姫
』
は
ど
の
よ
う
な
教
材
な
の
だ
ろ
う

か
。
教
員
用
の
教
授
資
料
を
見
て
み
る
と
、



、

『

』

こ
の
作
品
を
安
易
に
授
業
で
取
り
扱
う
と

多
く
の
生
徒
は

舞
姫

嫌
い
、

外
嫌
い
に
な
っ
て
し
ま
う

「
難
し
い
古
典
み
た
い
な
言

鷗

。

葉
」
で
描
か
れ
た

「
エ
リ
ー
ト
が
外
国
の
少
女
を
妊
娠
さ
せ
て
捨

、

て
る
話
」
と
い
う
形
に
集
約
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
( )4

と
書
か
れ
て
お
り
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
批
判
的
な
声
を
把
握
し
て
い
る

よ
う
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
実
際
に
授
業
を
し
た
教
師
も
『
舞
姫
』
を
読

む
「
ね
ら
い
」
の
一
つ
に
「
あ
り
が
ち
な
豊
太
郎
批
判
・
エ
リ
ス
批
判
の

読
み
か
ら
脱
却
」
を
挙
げ
て
い
る

。
教
え
る
側
が
「
あ
り
が
ち
な
豊
太

( )5

郎
批
判
」
に
待
っ
た
を
か
け
る
理
由
は
、
時
代
と
状
況
を
考
慮
す
れ
ば
豊

太
郎
の
帰
国
を
一
方
的
に
非
難
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
か
ら
、
と
い
う
こ

と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
豊
太
郎
批
判
」
を
め
ぐ
る
一
連
が
い
ざ
授
業

を
す
る
者
と
受
け
る
者
の
眼
前
に
な
る
と
ど
う
な
る
の
か
、
教
授
資
料
に

は
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

教
師
が
い
く
ら
「
近
代
的
自
我
の
苦
悩
と
挫
折
」
に
つ
い
て
熱
弁
を

振
る
っ
た
と
し
て
も
、
生
徒
に
し
て
み
れ
ば

「
そ
ん
な
昔
の
話
、

、

知
ら
な
い
し
ぃ
ー
」
と
い
う
レ
ベ
ル
に
過
ぎ
な
い
。
( )6

「
近
代
的
自
我
」
は
『
舞
姫
』
を
読
解
す
る
際
の
最
重
要
キ
ー
ワ
ー
ド
と

も
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
方
で
こ
の
言
葉
が
『
舞
姫
』
を
教
え
る
際

の
陥
穽
と
な
っ
て
い
る
と
も
言
え
な
い
だ
ろ
う
か

「
そ
ん
な
昔
の
話
、

。

知
ら
な
い
」
と
い
う
の
は
、
違
う
時
代
の
自
分
た
ち
に
は
共
感
が
難
し
い

と
い
う
意
味
の
「
知
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
な
ら
ば
教
員

も
ま
た
「
近
代
的
自
我
の
苦
悩
と
挫
折
」
を
「
知
ら
な
い
」
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
ふ
ま
え
る
と
、
学
生
を
〈

知
ら
な
い
し
ぃ
ー
」
と
言
う
若
者
〉

「

（

）

（

）

と
い
う
枠
組
み
で
捉
え

知
っ
て
い
る
者

が
知
ら
な
い
者

、

教
師

学
生

に
教
え
る
と
い
う
構
図
が
先
行
し
て
い
る
印
象
が
ぬ
ぐ
え
な
い
。
そ
の
構

図
に
従
う
た
め
に
「
近
代
的
自
我
」
と
い
う
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
が
用
い

ら
れ
、
儒
教
的
、
封
建
的
風
潮
の
強
い
日
本
で
エ
リ
ー
ト
と
し
て
育
っ
た

一
人
の
男
性
の
苦
悩
で
あ
る
と

『
舞
姫
』
の
読
み
を
時
代
に
閉
じ
込
め

、

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
『
舞
姫
』
は
話
が
進
む
に
つ
れ
豊
太
郎
の
無
責
任
さ
が
浮
き

彫
り
に
な
り
、
エ
リ
ス
を
深
く
傷
つ
け
て
終
わ
る
、
救
い
よ
う
の
無
い
物

語
で
あ
る
。
教
室
か
ら
豊
太
郎
を
批
判
す
る
声
が
一
つ
も
出
な
い
こ
と
の

方
が
異
様
で
あ
る
だ
ろ
う

「
豊
太
郎
サ
イ
テ
ー
」

と
い
う
〈
反
応
〉
は

。

( )7

ご
く
自
然
と
言
え
る
。
し
か
し
そ
の
〈
反
応
〉
と

「
エ
リ
ー
ト
が
外
国

、

の
少
女
を
妊
娠
さ
せ
て
捨
て
る
話
」
と
〈
集
約
〉
し
て
し
ま
う
こ
と
と
は

同
じ
で
は
な
い

「
サ
イ
テ
ー
」
と
い
う
感
想
は
登
場
人
物
に
心
情
を
重

。

ね
た
か
ら
こ
そ
出
る
言
葉
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
学
生
が
前
記
の
よ
う

な
集
約
を
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
学
生
に
と
っ
て
、
授
業
を
通
し
て
豊
太

。

、『

』

郎
が
他
人
事
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る

こ
こ
に

舞
姫

を
難
し
く
し
て
い
る
の
は
、
教
え
る
側
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
疑
念
が
浮

か
ぶ
の
で
あ
る
。

『

』

以
上
の
よ
う
に
授
業
で
取
り
扱
い
づ
ら
い
と
い
う
傾
向
に
あ
る

舞
姫

で
あ
る
が
、
学
生
に
と
っ
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
本
当
に
『
舞
姫
』
は
受

身
で
学
ぶ
し
か
な
く
、
教
材
と
し
て
の
必
要
性
を
危
ぶ
ま
れ
る
ほ
ど
、
意

味
の
な
い
作
品
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
実
際
の
授
業
を
通
し
て
得



た
学
生
の
反
応
を
紹
介
す
る
と
共
に
、
ど
の
よ
う
に
『
舞
姫
』
が
今
日
に

う
っ
た
え
う
る
か
、
一
つ
の
事
例
と
し
て
報
告
す
る
。

二

授
業
方
法

本
報
告
の
元
と
な
る
授
業
は
工
業
高
等
専
門
学
校
三
年
生
を
対
象
に
行

っ
た
も
の
で
あ
る
。
学
生
の
音
読
、
文
章
の
読
解
等
に
時
間
が
要
さ
れ
る

こ
と
を
予
め
想
定
し
、
望
ま
し
く
な
い
こ
と
で
は
あ
る
が
、
豊
太
郎
と
エ

リ
ス
の
出
会
い
か
ら
を
授
業
で
取
り
扱
い

、
そ
の
場
面
ま
で
は
本
文
を

( )8

引
用
し
な
が
ら
あ
ら
す
じ
を
紹
介
し
た
。
こ
の
際
原
作
に
忠
実
に
漫
画
化

さ
れ
て
い
る
『
コ
ミ
ッ
ク
版

舞
姫

が

』（
ホ
ー
ム
社
、
二
〇
一
〇
年
七
月
）

ス
ト
ー
リ
ー
を
理
解
す
る
上
で
助
け
と
な
っ
た
。

使
用
し
た
教
科
書
『
現
代
文
Ｂ

の
『
舞
姫
』
は
本
文
の

』（
教
育
出
版
）

横
に
所
々
口
語
訳
が
小
さ
く
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
古
文
の
読
解
に
慣
れ

親
し
ん
で
い
な
い
高
専
生
で
あ
る
の
で
全
文
口
語
訳
を
課
す
こ
と
は
せ

ず
、
意
味
が
取
り
づ
ら
い
箇
所
は
随
時
こ
ち
ら
で
口
語
訳
を
教
え
た
。
こ

れ
は
学
生
の
訳
の
正
誤
に
こ
だ
わ
る
あ
ま
り
、
教
室
全
体
が
物
語
へ
の
集

中
力
を
欠
い
て
し
ま
う
こ
と
が
危
惧
さ
れ
た
こ
と
も
理
由
で
あ
る

。
教

( )9

授
資
料
に
よ
る
授
業
展
開
例
で
は
授
業
時
間
数
は
一
〇
時
間
、
豊
太
郎
と

エ
リ
ス
の
出
会
い
の
場
面
以
降
に
は
七
時
間
で
計
画
さ
れ
て
い
る
が
、
今

回
は
そ
の
二
倍
と
な
る
一
四
時
間
を
費
や
し
た

。
( )10

学
生
に
は
予
め
課
題
と
し
て
予
習
プ
リ
ン
ト
を
配
り
、
語
句
の
意
味
調

べ
と
読
解
の
手
が
か
り
と
な
る
設
問
を
解
か
せ
て
い
る
。
授
業
中
は
予
習

プ
リ
ン
ト
の
学
生
の
回
答
を
尋
ね
な
が
ら
、
そ
れ
を
肉
付
け
し
て
い
く
よ

う
に
進
め
て
い
く
た
め
、
た
と
え
拾
い
読
み
で
あ
っ
て
も
学
生
は
事
前
に

本
文
に
目
を
通
し
た
よ
う
だ
っ
た
。
本
文
中
の
指
示
語
を
明
ら
か
に
す
る

な
ど
基
本
的
作
業
も
行
っ
た
が
、
受
験
対
策
の
授
業
で
は
な
い
た
め
、
何

を
問
わ
れ
る
か
に
備
え
る
よ
り
も
、
登
場
人
物
の
気
持
ち
に
な
っ
て
読
む

よ
う
指
示
し
た
。―

―

三

授
業
風
景

感
情
移
入
の
効
用

長
谷
川
充
は
「

舞
姫
』
に
描
か
れ
る
《
恋
愛
》
に
対
し
て
生
徒
は
嫌

『

悪
感
を
感
じ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
テ
ク
ス
ト
内
か
ら
考
え
ら
れ
る
例

と
し
て
二
つ

、
ひ
た
す
ら
に
愛
情
を
寄
せ
た
エ
リ
ス
を
裏
切
る
豊
太
郎

( )11

へ
の
嫌
悪
と

「
媚
態
」
を
以
て
金
銭
を
得
よ
う
と
豊
太
郎
を
引
き
留
め

、

た
エ
リ
ス
へ
の
嫌
悪
を
挙
げ
て
い
る
。
そ
の
嫌
悪
の
理
由
を
長
谷
川
は
、

生
徒
が
幻
想
と
し
て
求
め
て
い
る
《
恋
愛
》
は
、
金
や
地
位
、
社

会
的
状
況
に
左
右
さ
れ
な
い
よ
う
な
純
粋
に
し
て
根
源
的
な
永
遠
の

《
恋
愛

、
自
己
を
絶
対
的
に
保
証
し
て
く
れ
る
よ
う
な
、
純
粋
な

》

肯
定
と
し
て
の
《
恋
愛
》
な
の
で
あ
る
。
( )12

と
い
う
無
垢
な
恋
愛
観
を
崩
さ
れ
る
「
挫
折
」
に
見
て
い
る
。
で
あ
る
な

ら
ば
『
舞
姫
』
ほ
ど
分
か
り
や
す
く
「
根
源
的
な
恋
愛
」
を
読
め
る
作
品

は
無
い
だ
ろ
う
。
渡
辺
春
美
は
「
高
校
三
年
生
と
い
う
時
期
は
恋
愛
に
憧

れ
を
も
ち
な
が
ら
同
時
に
そ
の
現
実
的
な
在
り
方
に
関
心
を
寄
せ
る
時
期

で
あ
」
り
「
高
校
生
が
最
も
深
い
関
心
を
寄
せ
る
作
品
の
一
つ
」
が
『
舞



姫
』
で
あ
る
と
言
う

。
そ
れ
は
一
概
に
言
え
な
い
が
、
た
し
か
に
『
舞

( )13

姫
』
と
学
生
と
の
間
に
は
「
恋
愛
」
を
通
し
て
シ
ン
パ
シ
ー
が
起
こ
り
、

そ
れ
が
積
極
的
な
作
品
理
解
に
繋
が
っ
て
い
る
。
例
え
ば
、
豊
太
郎
が
エ

リ
ス
を
初
め
て
見
た
と
き
の
場
面
で
あ
る
。

年
は
十
六
、
七
な
る
べ
し
。
か
む
り
し
巾
を
洩
れ
た
る
髪
の
色
は
、

、

。

薄
き
こ
が
ね
色
に
て

着
た
る
衣
は
垢
つ
き
汚
れ
た
り
と
も
見
え
ず

わ
が
足
音
に
驚
か
さ
れ
て
顧
み
た
る
面
、
余
に
詩
人
の
筆
な
け
れ
ば

こ
れ
を
写
す
べ
く
も
あ
ら
ず
。
こ
の
青
く
清
ら
に
て
物
問
ひ
た
げ
に

愁
ひ
を
含
め
る
目
の
、
半
ば
露
を
宿
せ
る
長
き
睫
毛
に
お
ほ
は
れ
た

る
は
、
何
故
に
一
顧
し
た
る
の
み
に
て
、
用
心
深
き
わ
が
心
の
底
ま

で
は
徹
し
た
る
か
。

こ
こ
で
は
無
論
、
エ
リ
ス
の
美
貌
に
対
す
る
感
動
が
書
か
れ
て
い
る
の

で
あ
る
が
、
豊
太
郎
が
記
憶
を
書
き
起
こ
す
手
記
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え

る
と
、
恋
が
訪
れ
た
衝
撃
と
い
う
要
素
も
含
ま
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
一
目

惚
れ
と
ま
で
は
い
か
な
い
ま
で
も
、
そ
れ
に
類
す
る
描
写
で
あ
り
、
学
生

も
場
面
を
想
像
す
る
に
か
た
く
な
い
。
そ
れ
に
た
す
け
ら
れ
て
「
余
に
詩

人
の
筆
な
け
れ
ば
こ
れ
を
写
す
べ
く
も
あ
ら
ず
」
や
「
何
故
に
一
顧
し
た

る
の
み
に
て
、
用
心
深
き
わ
が
心
の
底
ま
で
は
徹
し
た
る
か
」
と
い
う
、

普
段
な
ら
難
解
に
感
じ
ら
れ
る
一
文
も
、
共
感
を
も
っ
て
読
む
こ
と
が
出

来
る
。
こ
れ
は
エ
リ
ス
が
初
め
て
豊
太
郎
の
部
屋
を
訪
ね
る
場
面
も
同
様

で
あ
っ
た

「
自
ら
わ
が
僑
居
に
来
し
少
女
は
、
シ
ョ
オ
ペ
ン
ハ
ウ
エ
ル

。

を
右
に
し
、
シ
ル
レ
ル
を
左
に
し
て
、
終
日
兀
座
す
る
わ
が
読
書
の
窓
下

に
、
一
輪
の
名
花
を
咲
か
せ
て
け
り
」
と
い
う
一
文
が
意
味
す
る
こ
と
を

学
生
に
問
え
ば

シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
や
シ
ラ
ー
を
知
ら
ず
と
も

エ

、

、「

リ
ス
が
来
て
い
つ
も
の
自
分
の
部
屋
で
は
な
い
よ
う
に
感
じ
た
」
と
返
答

が
あ
り
、
婉
曲
的
な
文
章
の
解
読
を
楽
し
む
様
子
も
見
ら
れ
た
。
豊
太
郎

が
エ
リ
ス
に
惹
か
れ
て
い
く
過
程
は
作
中
も
っ
と
も
学
生
が
身
近
に
感
じ

ら
れ
る
と
こ
ろ
か
も
し
れ
な
い
。
明
治
時
代
の
国
を
担
う
エ
リ
ー
ト
と
い

う
外
在
的
な
も
の
へ
の
共
感
は
難
し
い
が

「
感
慨
の
刺
激
」
に
苦
し
ん

、

だ
豊
太
郎
が
「
美
し
き
、
い
ぢ
ら
し
き
」
エ
リ
ス
と
の
恋
に
活
路
を
見
出

す
心
情
は
深
く
理
解
出
来
る
こ
と
と
思
う
。
こ
の
箇
所
に
対
す
る
学
生
の

共
感
力
を
授
業
に
生
か
す
こ
と
が
肝
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

豊
太
郎
と
エ
リ
ス
は
「
離
れ
が
た
き
仲
」
に
な
り
「
憂
き
が
な
か
に
も

楽
し
き
月
日
」
に
至
る
ま
で
が
幸
福
の
絶
頂
で
あ
る
。
先
の
学
生
の
共
感

力
が
持
続
し
て
い
れ
ば
、
幸
福
の
絶
頂
か
ら
の
物
語
展
開
に
注
意
深
く
な

る
で
あ
ろ
う
。
エ
リ
ス
の
妊
娠
発
覚
の
後
、
相
沢
に
呼
ば
れ
て
天
方
伯
に

会
い
に
行
く
場
面
で
は
、
エ
リ
ス
が
一
人
で
話
す
、
わ
ず
か
数
行
に
様
々

な
感
情
が
読
み
取
れ
る
。

「
こ
れ
に
て
見
苦
し
と
は
誰
も
え
言
は
じ
。
わ
が
鏡
に
向
き
て
見
た

ま
へ
。
何
故
に
か
く
不
興
な
る
面
も
ち
を
見
せ
た
ま
ふ
か
。
わ
れ
も

も
ろ
と
も
に
行
か
ま
ほ
し
き
を

」
少
し
容
を
改
め
て

「
否
、
か
く

。

、

衣
を
改
め
た
ま
ふ
を
見
れ
ば
、
な
に
と
な
く
わ
が
豊
太
郎
の
君
と
は

見
え
ず

」
ま
た
少
し
考
へ
て

「
た
と
ひ
富
貴
に
な
り
た
ま
ふ
日
は

。

、

あ
り
と
も
、
わ
れ
を
ば
見
棄
て
た
ま
は
じ
。
わ
が
病
は
母
の
の
た
ま

ふ
ご
と
く
な
ら
ず
と
も

」
。



嬉
々
と
し
て
豊
太
郎
の
身
な
り
を
整
え
た
エ
リ
ス
が
、
沈
黙
す
る
彼
の
顔

色
の
み
で
心
中
を
察
し
た
か
の
よ
う
に
言
葉
を
変
化
さ
せ
て
い
く
。
思
慮

深
く
慎
重
な
豊
太
郎
と
対
極
的
に
、
情
熱
的
で
行
動
力
の
あ
る
エ
リ
ス
の

印
象
が
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
に
エ
リ
ス
の
鋭
い
観
察
力
が
確
認
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
授
業
を
通
し
て
学
生
の
方
で
も
意
識
的
に
余
白
を
読
む
よ
う
に

な
っ
て
い
っ
た
。
そ
れ
が
好
例
と
な
っ
て
表
れ
た
の
は
、
ロ
シ
ア
の
豊
太

郎
に
宛
て
た
エ
リ
ス
の
「
ほ
ど
経
て
の
文
」
で
あ
る
。

否
、
君
を
思
ふ
心
の
深
き
底
を
ば
今
ぞ
知
り
ぬ
る
。
君
は
故
里
に
頼

も
し
き
族
な
し
と
の
た
ま
へ
ば
、
こ
の
地
に
よ
き
世
渡
り
の
生
計
あ

ら
ば
、
と
ど
ま
り
た
ま
は
ぬ
こ
と
や
は
あ
る
。
ま
た
わ
が
愛
も
て
つ

な
ぎ
留
め
で
は
や
ま
じ
。
そ
れ
も
か
な
は
で
東
に
帰
り
た
ま
は
ん
と

な
ら
ば
、
親
と
と
も
に
行
か
ん
は
や
す
け
れ
ど
、
か
ほ
ど
に
多
き
路

用
を
い
づ
く
よ
り
か
得
ん
。
い
か
な
る
業
を
な
し
て
も
こ
の
地
に
と

ど
ま
り
て
、
君
が
世
に
出
で
た
ま
は
ん
日
を
こ
そ
待
た
め
と
常
に
は

思
ひ
し
が
、
し
ば
し
の
旅
と
て
立
ち
出
で
た
ま
ひ
し
よ
り
こ
の
二
十

日
ば
か
り
、
別
離
の
思
ひ
は
日
に
け
に
茂
り
ゆ
く
の
み
。
袂
を
分
か

つ
は
た
だ
一
瞬
の
苦
艱
な
り
と
思
ひ
し
は
迷
ひ
な
り
け
り
。

「
文
を
ば
否
と
い
ふ
字
に
て
起
こ
し
」
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
始
ま
る
手

紙
は
学
生
の
常
識
の
範
疇
で
は
な
い
。
学
生
に
「
こ
の
「
否
」
は
何
を
否

定
し
て
い
る
の
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
「
簡
単
に
ロ
シ
ア
に
行
か
せ
て
し

ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
」
と
い
う
答
え
が
返
っ
て
き
た
。
こ
の
答

え
の
根
拠
に
は
、
ロ
シ
ア
行
き
の
前
の
「
旅
立
ち
の
こ
と
に
は
い
た
く
心

を
悩
ま
す
と
も
見
え
ず
。
偽
り
な
き
わ
が
心
を
厚
く
信
じ
た
れ
ば

」
と

。

い
う
、
豊
太
郎
か
ら
見
た
エ
リ
ス
の
様
子
の
描
写
が
あ
る
。
そ
れ
に
重
ね

て

第
一
の
文

で
エ
リ
ス
は
豊
太
郎
が
旅
立
っ
た
日
の
夜
に
つ
い
て

次

「

」

「

の
朝
目
覚
め
し
時
は
、
な
ほ
独
り
あ
と
に
残
り
し
こ
と
を
夢
に
は
あ
ら
ず

や
と
思
ひ
ぬ
」
と
書
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
合
わ
せ
る
と
、
尋
常
で
は
な

い
心
細
さ
を
感
じ
て
い
な
が
ら
、
豊
太
郎
の
ロ
シ
ア
行
き
に
対
し
浮
か
な

い
顔
を
見
せ
な
か
っ
た
こ
と
は
エ
リ
ス
の
意
思
で
あ
る
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
学
生
の
回
答
は
そ
の
点
を
よ
く
捉
え
た
も
の
だ
ろ
う
。
引
用
文
の
中

で
言
う
な
ら
ば

「
否
」
は
最
後
の
「
袂
を
分
か
つ
は
た
だ
一
瞬
の
苦
艱

、

な
り
と
思
ひ
し
は
迷
ひ
な
り
け
り
」
を
集
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
説

明
と
学
生
の
回
答
と
を
合
わ
せ
た
授
業
に
よ
っ
て
、
妊
娠
を
境
に
文
章
上

に
見
え
難
く
な
っ
た
エ
リ
ス
の
心
情
を
積
極
的
に
推
察
す
る
こ
と
が
出
来

た
。高

校
生
が
「
純
粋
な
肯
定
と
し
て
の
恋
愛
」
を
求
め
て
い
る
か
否
か
は

分
か
ら
な
い
。
し
か
し
長
谷
川
が
「
金
や
地
位
、
社
会
的
状
況
に
左
右
さ

れ
な
い
」
と
述
べ
る
よ
う
に
「
根
源
的
な
永
遠
の
《
恋
愛

」
は
外
在
物

》

で
は
な
い
、
人
が
備
え
た
基
本
的
な
感
情
で
あ
る

『
舞
姫
』
の
教
材
と

。

し
て
の
強
み
は
、
誰
も
が
持
つ
「
根
源
的
な
《
恋
愛

」
が
軸
に
あ
る
こ

》

と
だ
ろ
う
。
物
語
が
悲
劇
的
な
結
末
へ
と
進
ん
で
い
っ
た
と
し
て
も
、
前

半
の
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
の
恋
愛
に
共
感
が
あ
れ
ば
、
な
お
の
こ
と
作
品
理

解
は
深
ま
る
と
言
え
る
。
作
品
全
体
の
解
釈
や
、
問
題
意
識
を
も
っ
て
読

む
こ
と
は
文
学
を
よ
り
楽
し
む
大
事
な
作
業
で
あ
る
。
そ
の
作
業
の
た
め

に
も
、
ま
ず
は
学
生
が
『
舞
姫
』
そ
の
も
の
に
興
味
を
持
つ
時
間
や
契
機



が
必
要
な
の
で
あ
る
。

―

―

四

教
材
と
し
て
の
『
舞
姫
』
展
望

自
分
の
言
葉
を
知
る
こ
と

『
舞
姫
』
を
授
業
で
扱
う
と
な
っ
た
と
き
、
豊
太
郎
や
相
沢
の
言
動
を

問
い
た
だ
す
こ
と
が
「

正
し
い
恋
愛

「
正
し
い
友
情
」
と
い
う
価
値
観

「

」

の
刷
り
込
み
に
つ
な
が
」

る
の
で
は
と
案
じ
る
。
そ
の
刷
り
込
み
を
避
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け
よ
う
と
す
る
と
「
下
手
を
す
る
と
現
代
文
は
答
え
は
い
く
つ
あ
っ
て
も

良
い
ん
だ
と
思
わ
せ
て
し
ま
う
」

恐
れ
が
あ
る
。
正
解
は
一
つ
で
は
な

( )15

い
と
い
う
こ
と
が
、
何
で
も
有
り
だ
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
た
し

か
に
「
正
し
い
恋
愛
」
や
「
正
し
い
友
情
」
の
あ
り
方
を
押
し
つ
け
て
は

な
ら
な
い
し
、
ま
た

「
正
し
い
」
と
い
う
言
葉
も
、
正
誤
に
二
分
さ
れ

、

る
印
象
が
あ
り
良
く
な
い
。
た
だ
、
エ
リ
ス
は
豊
太
郎
と
の
恋
愛
を
経
て

治
癒
の
見
込
み
が
な
い
パ
ラ
ノ
イ
ア
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
人
の
少
女

の
心
が
二
度
と
元
に
戻
ら
な
い
ほ
ど
に
深
く
傷
を
負
っ
た
と
い
う
こ
と
は

物
語
内
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
を
ふ
ま
え
て
自
分
な
ら
ど
う
す
る
か
を
考

え
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

予
習
プ
リ
ン
ト
に
作
品
を
通
し
て
太
田
豊
太
郎
に
つ
い
て
思
う
こ
と
を

学
生
に
書
か
せ
た
と
こ
ろ
、
や
は
り
「
最
低
」
や
「
優
柔
不
断
」
な
ど
の

言
葉
が
多
く
見
ら
れ
た
。
し
か
し
「
不
運
な
主
人
公
」
や
「
操
り
人
形
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
被
害
者
」
と
い
う
よ
う
な
、
豊
太
郎
を
哀
れ
む
声
も
あ

っ
た
。
ま
た
「
仕
事
に
対
し
て
も
、
恋
愛
に
対
し
て
も
、
責
任
を
持
つ
べ

き
と
こ
ろ
は
も
っ
て
ほ
し
か
っ
た
」
と
い
う
願
望
で
書
い
て
い
る
学
生
も

あ
り
、
豊
太
郎
の
後
悔
を
酌
ん
で
い
る
と
も
読
め
る
だ
ろ
う

『
舞
姫
』

。

は
、
豊
太
郎
の
悔
恨
が
読
者
に
二
の
舞
を
避
け
る
よ
う
示
唆
し
て
い
る
と

も
受
け
取
れ
る
の
で
あ
る
。
授
業
前
に
書
か
れ
た
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
教

員
が
誘
導
し
な
く
と
も
、
豊
太
郎
批
判
一
色
に
は
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
が

窺
え
る
。
自
分
が
意
見
を
持
ち
、
異
な
る
意
見
と
出
会
う
契
機
と
な
る
こ

と
も
授
業
を
行
う
教
員
の
役
割
の
一
つ
で
あ
る
だ
ろ
う
。

あ
る
学
生
は
豊
太
郎
に
つ
い
て
思
う
こ
と
を
次
の
よ
う
に
書
い
て
い

た
。

も
っ
と
旅
を
さ
せ
れ
ば
よ
か
っ
た
。
い
く
ら
エ
リ
ー
ト
で
も
逆
境
に

対
し
て
ど
う
行
動
す
る
か
、
な
ど
、
自
分
と
向
き
合
う
時
間
を
つ
く

れ
な
か
っ
た
ミ
ス
だ
と
思
う
。
結
局
は
環
境
が
そ
の
人
を
大
き
く
左

右
す
る
ん
だ
な
と
思
っ
た
。

こ
の
意
見
を
興
味
深
く
感
じ
る
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
予
習
プ
リ
ン
ト

の
最
後
に
学
生
に
尋
ね
た
の
は
「
あ
な
た
が
豊
太
郎
な
ら
ど
う
し
ま
す

か
？
」
と
い
う
問
で
あ
っ
た
。
妊
娠
し
た
恋
人
が
い
る
外
国
に
と
ど
ま
る

か
、
生
涯
安
泰
を
約
束
さ
れ
て
い
る
日
本
に
帰
国
す
る
か
、
ど
う
す
る
か

を
問
う
質
問
で
あ
る
。
受
講
者
は
二
ク
ラ
ス
の
学
生
で
あ
る
が
、
仮
に
ク

ラ
ス
名
を
Ａ
、
Ｂ
と
す
る
。
Ａ
の
ク
ラ
ス
で
は
半
数
が
恋
人
と
暮
ら
し
、

半
数
が
別
れ
る
と
回
答
し
た
。
一
方
、
Ｂ
の
ク
ラ
ス
で
は
恋
人
と
別
れ
る

と
回
答
し
た
学
生
は
一
人
も
お
ら
ず
、
全
員
が
恋
人
と
暮
ら
す
と
回
答
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
以
下
は
Ａ
の
ク
ラ
ス
の
回
答
例
で
あ
る
。

・
女
を
捨
て
一
生
安
泰
を
取
り
ま
す
。



・
単
身
で
帰
国
し
、
エ
リ
ス
な
ん
て
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
と
思
え
る

よ
う
な
相
手
を
探
し
て
、
幸
せ
に
生
き
る
。

・
愛
欲
は
最
も
激
し
く
熱
い
感
情
で
あ
る
が
、
今
は
先
見
の
明
を
研

ぎ
澄
ま
す
べ
き
で
あ
る
。
一
時
の
感
情
に
人
生
を
左
右
さ
せ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
。

予
習
プ
リ
ン
ト
を
埋
め
た
言
葉
が
そ
の
学
生
の
本
心
と
は
言
い
切
れ
な

い
。
そ
れ
は
両
ク
ラ
ス
と
も
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
留
意
し
た

い
の
は
、
先
に
引
用
し
た
「
環
境
が
そ
の
人
を
大
き
く
左
右
す
る
」
と
い

う
学
生
の
言
葉
で
あ
る
。
入
学
時
か
ら
各
工
学
科
に
ク
ラ
ス
編
成
さ
れ
卒

業
ま
で
同
じ
級
友
と
過
ご
す
高
専
で
は

学
級
内
を
自
分
を
取
り
巻
く

環

、

「

境
」
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
た
と
え
本
心
で

は
な
く
課
題
の
た
め
の
体
面
上
の
言
葉
で
あ
っ
て
も
、
回
答
欄
に
書
か
れ

た
言
葉
の
性
質
に
環
境
の
差
異
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
重
ね
て
言
う

が
、
言
葉
の
本
心
は
分
か
ら
な
い
た
め
、
Ａ
の
ク
ラ
ス
の
学
生
が
冷
淡
で

あ
る
と
い
う
話
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
豊
太
郎
に
も
言
い

得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
豊
太
郎
も
決
し
て
冷
徹
な
人
間
で
は
な
い
。
し

か
し
体
面
上
を
取
り
繕
う
あ
ま
り
、
悲
劇
を
招
い
た
。
体
面
を
繕
っ
た
言

葉
は
そ
の
環
境
の
只
中
で
は
無
批
判
に
溶
け
込
ん
で
い
く
が
、
豊
太
郎
は

あ
え
て
そ
れ
を
書
き
残
し
て
い
る
。
そ
の
入
れ
子
構
造
の
意
味
も
含
め
、

『
舞
姫
』
は
不
要
と
さ
れ
る
教
材
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
。

「
正
し
い
恋
愛
」
は
存
在
し
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
豊
太
郎

が
も
し
「
一
時
の
感
情
に
人
生
を
左
右
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
が

」

、

「

」

ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う

と
言
っ
た
の
で
あ
れ
ば

そ
の

一
時
の
感
情

で
す
で
に
エ
リ
ス
の
人
生
は
壊
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
豊
太
郎
批
判
や
教

員
の
価
値
観
の
刷
り
込
み
を
避
け
る
あ
ま
り

明
治
二
〇
年
に
お
け
る

近

、

「

代
的
自
我
」
の
挫
折
に
話
を
閉
じ
込
め
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
苦
悩
の
末

に
エ
リ
ス
を
置
い
て
帰
国
し
た
豊
太
郎
と
同
じ
答
え
を
今
日
の
学
生
が
書

、

。

い
た
の
で
あ
れ
ば

そ
れ
は
時
代
的
な
も
の
に
回
収
さ
れ
る
話
で
は
な
い

学
生
の
声
を
聞
き
、
そ
の
学
生
に
と
っ
て
「
安
泰
」
と
は
何
か

「
先
見

、

の
明
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

「
幸
せ
に
生
き
る
」
と
は
ど
の
よ
う
に

、

生
き
る
こ
と
な
の
か
、
感
情
に
左
右
さ
れ
な
い
人
生
を
本
当
に
望
ん
で
い

る
の
か
、
そ
う
い
っ
た
自
ら
の
言
葉
を
問
う
よ
う
な
授
業
が
『
舞
姫
』
に

は
必
要
で
あ
る
だ
ろ
う
。

「
あ
な
た
が
豊
太
郎
な
ら
ど
う
し
ま
す
か
？
」
と
い
う
問
に
答
え
る
こ

と
は
、
自
分
と
自
分
を
囲
む
環
境
と
を
知
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
問
は
時

代
を
選
ぶ
も
の
で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
な
回
答
が
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
れ

が
学
生
の
意
見
で
あ
り
、
そ
の
意
見
に
つ
い
て
教
員
も
自
ら
の
意
見
を
持

っ
て
共
に
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
『
舞
姫
』
の
教
材
と
し
て
の
力
は
発
揮
さ

れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

【
注
記
】

伊
藤
誠
子
「

舞
姫
』
と
教
科
書

定
番
教
材
『
舞
姫
』
を
学
校
現
場
で
読
み
続

『

―

1
け
る
た
め
に

（

山
口
国
文
」
三
二
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
）

―
」
「

前
掲
注

。

2

1

「
高
校
教
科
書
に
舞
姫
は
要
ら
な
い
～
明
治
の
ク
ズ
男
太
田
豊
太
郎
～
」

3

（
二
〇
一
五
年
九
月
一
日
現
在
）

http://togetter.com
/li/824799

長
谷
川
充
『
現
代
文
Ｂ

教
授
資
料

（

現
代
文
Ｂ

（
教
育
出
版
、
二
〇
一
三
年

』
『

』

4



三
月
検
定
済
）
に
添
付
さ
れ
た
も
の
）

京
都
教
育
大
学
教
育
学
部
附
属
高
等
学
校
国
語
科
「
定
番
教
材
「
舞
姫
」

５
人

5
の
教
師
に
よ
る
５
種
類
の
授
業

（

研
究
紀
要
」
七
〇
巻
、
二
〇
〇
一
年
一
〇
月
）

」
「

前
掲
注

。

6

4

山
本
良
『
大
学
生
の
た
め
の
文
学
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
近
代
編
』(

河
野
龍
也
・
佐
藤
淳

7
一
他
編
著
、
三
省
堂
、
二
〇
一
二
年
一
月)

「
あ
る
日
の
夕
暮
れ
な
り
し
が
、
余
は
獣
苑
を
漫
歩
し
て

（
後
略

」
の
段
落
か
ら

、

）

8
授
業
で
取
り
扱
っ
た
。

京
都
教
育
大
学
教
育
学
部
附
属
高
等
学
校
国
語
科
に
よ
る
「
生
徒
た
ち
は
興
味
を

9
持
つ
も
の
と
持
た
な
い
も
の
に
二
分
さ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
ど
う
し
て
も
逐
語

訳
に
時
間
が
か
か
り
、
興
味
を
引
き
出
す
工
夫
が
足
り
な
か
っ
た
よ
う
に
思
う
」
と

。（
「

「

」

」

い
う
報
告
も
あ
る

定
番
教
材

舞
姫

５
人
の
教
師
に
よ
る
５
種
類
の
授
業

（
前
掲

））

二
〇
一
四
年
度
ま
で
、
北
九
州
高
専
の
現
代
文
の
一
回
の
授
業
は
五
〇
分
×
二
コ
マ

10
の
一
〇
〇
分
で
あ
っ
た

『
舞
姫
』
の
授
業
は
七
回
で
行
っ
た
。

。

前
掲
注

。
長
谷
川
の
論
考
で
は
読
者
Ａ
～
Ｄ
を
想
定
し
四
例
の
『
舞
姫
』
に
見
る

11

4

《
恋
愛
》
の
挫
折
を
考
察
し
て
お
り
、
他
の
二
例
で
は

外
と
豊
太
郎
と
を
重
ね
て

鷗

見
て
い
る
。

前
掲
注

。

12

4

―

―

渡
辺
春
美
「

舞
姫
」
指
導
の
試
み

生
徒
の
積
極
的
参
加
を
促
す
た
め
に

「

13
（

国
語
教
育
研
究
」
三
三
号
、
一
九
九
一
年
一
月
）

「前
掲
注

。

14

1

前
掲
注

。

15

5

【
付
記
】

※
本
稿
中

『
舞
姫
』
の
引
用
は
す
べ
て
『
現
代
文
Ｂ

（
教
育
出
版
、
二
〇
一
三
年
三
月

、

』

検
定
済
）
に
拠
る
。

、

、

、

※
本
稿
は

二
〇
一
四
年
度
北
九
州
工
業
高
等
専
門
学
校
第
三
学
年

電
子
制
御
工
学
科

制
御
情
報
工
学
科
の
二
ク
ラ
ス
に
お
け
る
現
代
文
の
授
業
の
実
践
報
告
で
あ
る
。
両

ク
ラ
ス
の
学
生
に
こ
の
場
を
借
り
て
御
礼
申
し
上
げ
る
。

（
北
九
州
工
業
高
等
専
門
学
校
非
常
勤
講
師
）


