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寫
前
版
が
教
多
ぐ
ヽ
抑
入
さ
れ
て
沿
る
Ｏ
で
、
文
を
敲
み
吐
つ
は
汲
を
眺
め

　
　
　

つ
Ｉ
、
考
へ
つ
Ａ
味
２
　
つ
ゝ
、
時
の
紅
つ
の
も
忘
れ
る
程
で
あ
る
。
蔵
１
　

　
　
　

の
愉
し
み
と
い
、
牛
日
の
清
興
と
か
は
、
ま
こ
と
に
こ
れ
を
言
ふ
も
の
で

　
　
　

あ
ら
う
か
。
『
支
那
文
學
概
説
や
の
・
序
に
、
光
生
は
「
文
學
は
須
ら
く
味
ふ

　
　
　

べ
き
で
あ
る
、
陶
酔
す
べ
き
で
あ
る
。
然
し
食
へ
ど
も
共
の
味
ひ
を
知
ら

　
　
　

す
、
酔
へ
ば
則
も
足
名
と
云
ふ
や
う
な
牛
飲
馬
食
の
徒
で
あ
っ
て
は
な
ら

　
　
　

ぬ
。
一
寸
し
仁
凱
加
減
、
微
妙
な
風
味
に
も
蜜
悠
す
る
味
畳
を
養
は
ね
ば

　
　
　

な
ら
ぬ
」
と
述
べ
て
夕
‐
つ
れ
る
。
楽
し
み
つ
ゝ
考
へ
る
と
い
ふ
こ
と
、
そ

　
　
　

れ
は
筆
者
に
収
っ
て
一
つ
の
理
想
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
ま
‐
研
究
の
中
に

　
　
　

支
‥
び
を
見
出
す
と
い
ふ
こ
と
は
、
別
な
こ
と
の
や
う
な
気
も
す
る
。
畢
竟

　
　
　

こ
の
「
味
畳
」
を
養
ひ
得
て
こ
そ
始
砂
で
入
る
こ
と
を
許
さ
れ
る
境
地
で

　
　
　

あ
ら
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
入
矢
義
高
）

　
　

近
世
支
那
経
済
史
研
究
ｙ

　
　

小

　

竹

　

文

　

夫
著

　
　
　
　
　
　
　

昭
和
十
七
年
十
月

　
　
　

弘
文
堂
書
房
政
行

　
　
　
　
　
　
　

Å
う
割
二
九
三
頁

　
　
　

定

　

削

　

參
圓
式
拾
銭

　

較
近
紅
桝
學
に
於
け
る
民
族
的
特
殊
性
と
い
ふ
こ
と
が
頻
り
に
吐
籍
せ

ら
れ
て
ゐ
る
。
１
　
て
リ
ス
ト
が
、
皿
‥
沿
的
現
象
と
し
て
論
ぜ
ら
れ
た
紅
済

現
象
に
民
族
的
特
殊
性
を
掻
岡
し
て
、
イ
ギ
リ
ス
の
正
統
學
派
に
對
し
稿

逸
紅
涛
學
を
成
立
せ
し
め
仁
と
同
様
、
現
時
此
の
ｍ
韓
期
に
際
分
せ
る
我

が
國
に
於
て
、
日
本
紀
済
學
の
成
立
、
日
本
経
済
法
則
の
樹
立
が
特
に
唱

逍
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
従
来
○
西
洋
緩
済
學
が
、
そ
の
思
想
的
根
祇

に
於
て
、
日
本
人
の
有
す
る
人
生
槻
と
根
本
的
に
異
な
る
が
篤
め
で
為
る

と
主
張
せ
ら
れ
る
土
方
成
美
剛
士
の
所
論
『
日
本
緩
流
學
へ
０
出
公
一
べ
日
一

本
評
論
』
昭
和
十
三
年
五
‐
鼠
）
に
従
ニ
な
ら
ば
、
日
本
人
と
４
ぶ
た
正
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ
Ｉ

對
な
程
に
人
生
槻
か
皿
に
す
る
支
那
人
Ｏ
愕
白
総
済
生
活
‐
・

　

そ
れ
を
研

究
の
對
象
と
す
る
支
那
蝉
附
學
は
、
前
記
の
民
族
的
特
殊
性
を
よ
り
彊
度

に
皿
ハ
有
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
支
那
紅
沁
學
の
成
立
は
更
に
容
易
で
あ
る

と
言
ひ
得
る
。
東
亜
新
秘
序
せ
八
の
富
事
者
仁
る
我
が
國
に
と
っ
て
、
此

の
大
事
業
途
行
の
好
伴
侶
な
る
友
邦
の
賞
豊
を
把
握
す
る
こ
と
は
緊
こ
の

要
務
で
あ
る
が
、
東
亜
新
秋
序
建
設
は
日
本
的
道
義
の
要
請
に
基
く
と
し

な
が
ら
、
日
満
安
互
助
連
環
の
開
係
を
中
心
と
す
る
共
栄
旧
思
想
を
説
く

と
き
、
紅
済
部
門
が
如
何
に
優
越
性
を
有
す
る
か
ゞ
知
ら
れ
る
の
で
あ
っ

て
、
此
處
に
此
の
特
殊
な
る
支
那
紅
海
學
の
研
究
が
必
要
と
せ
ら
れ
る
所

以
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

　

上
海
東
亜
同
文
書
院
大
學
孜
授
小
竹
文
夫
氏
の
啓
作
に
か
ゝ
る
本
書

は
、
此
の
意
味
に
於
て
、
支
那
紅
海
理
解
に
一
助
と
な
る
良
書
で
あ
る
。

著
者
は
言
ふ
迄
も
な
く
、
學
生
時
代
よ
り
牛
生
を
彼
地
に
鐙
り
、
朝
夕
そ

の
特
有
な
る
風
物
に
校
す
る
の
外
、
必
要
に
底
じ
て
各
地
に
訓
査
族
行
を

試
み
、
文
献
に
よ
る
迎
論
的
検
討
と
賞
帖
訓
査
と
を
殖
ね
吽
せ
、
正
に
鬼

に
金
棒
の
感
あ
り
、
他
人
の
追
隨
し
得
な
い
強
み
を
有
し
て
ゐ
ら
れ
る
。

紅
汚
史
の
研
究
は
理
論
的
に
行
は
る
べ
き
と
‥
の
で
な
く
し
て
、
市
賞
に
基

い
て
考
察
す
べ
き
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
著
者
の
如
き
は
最
も
よ
ぐ
此
の
賊

則
を
踏
襲
し
だ
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
っ
て
、
其
の
所
論
の
妥
富
性
は
、

正
に
此
の
鮎
に
在
る
の
で
あ
る
。

　

本
書
は
『
絞
済
史
上
に
お
け
る
近
世
支
那
１
　
會
の
性
質
』
『
明
清
時
代
ぷ
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分
け
る
外
國
銀
の
流
入
』
『
涛
代
に
お
け
る
銀
・
銭
比
價
の
受
動
』
『
近
世

　
　
　

友
那
租
視
上
に
お
け
る
物
納
と
９
　
納
』
『
借
代
の
耕
地
関
黎
こ
『
清
代
に
お

　
　
　

け
る
人
口
』
の
諸
篇
に
分
れ
て
ゐ
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
此
等
は
、
「
十
数
年

　
　
　

前
の
奮
稿
」
で
あ
り
べ
骨
を
噛
む
が
ご
続
き
無
趣
味
な
も
の
ぽ
か
り
で
あ

　
　
　

る
」
と
序
文
に
於
て
噺
っ
て
ゐ
ら
れ
る
が
、
肥
肉
は
お
ろ
か
薄
皮
さ
へ
乏

　
　
　

し
い
今
日
、
か
ゝ
る
貴
重
な
骨
は
洵
に
得
難
き
灸
材
で
あ
っ
て
、
一
見
珍

　
　
　

奇
な
ら
ざ
る
が
如
く
し
て
、
而
も
さ
く
／
^
-
と
噛
み
し
め
る
髄
中
、
鰐
に

　
　
　

大
牢
の
滋
味
を
檎
取
し
得
る
で
あ
ら
う
パ

　
　
　
　

巻
頭
の
『
緩
流
史
上
に
お
け
る
近
世
支
那
祀
會
の
性
質
』
は
、
他
の
諸
篇

　
　
　

と
遡
き
を
異
に
し
、
「
近
世
支
那
社
命
の
性
質
を
根
本
的
に
考
へ
」
だ
も
の

　
　
　

で
あ
-
C
N
、
「
従
来
支
那
祀
會
を
も
っ
て
封
建
的
１
　
會
と
す
る
論
が
、
多
く
亥

　
　
　

那
の
祀
會
緩
済
を
取
扱
。
ふ
人
々
に
よ
っ
て
立
て
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
ｘ

　
　
　

に
敢
へ
て
緩
流
史
上
の
問
題
と
し
て
挿
入
し
だ
の
で
あ
る
」
と
前
置
き
し

　
　
　

て
ゐ
ら
れ
る
。
緒
言
に
は
『
封
建
的
祀
會
説
へ
の
抗
議
』
と
し
て
［
刺
辺
］

　
　
　

の
語
義
に
つ
き
、
日
本
、
西
洋
、
支
那
を
對
比
し
、
封
建
的
祀
介
の
特
徴

　
　
　

を
、
（
一
）
地
方
割
縁
政
治
、
（
子
封
土
制
、
（
三
）
身
分
階
級
、
（
四
）
領
地

　
　
　

紅
済
、
（
五
）
制
限
的
自
由
、
（
六
）
封
建
的
風
倚
の
諸
鮎
に
分
ち
、
近
世
支

　
　
　

那
祀
會
の
態
様
よ
り
し
て
、
斯
か
る
一
此
介
が
封
建
的
社
介
な
り
と
は
如

　
　
　

何
に
し
て
も
言
ひ
得
な
い
」
と
断
言
し
、
近
世
支
那
１
　
分
の
性
質
を
解
明

　
　
　

す
る
た
め
に
は
、
支
那
歴
史
の
時
代
ぽ
分
の
必
号
の
る
を
詮
き
、
こ
れ
が

　
　
　

決
定
す
れ
ば
、
近
世
支
那
が
封
辺
的
こ
り
ゃ
否
や
の
問
題
は
敢
へ
て
論
究

７

　

を
快
仁
な
い
と
さ
へ
言
は
れ
て
ゐ
る
。
支
那
史
の
時
代
区
分
の
至
難
な
る

む

　

こ
と
は
ヽ
現
在
付
定
説
を
見
な
い
處
で
あ
る
が
ヽ
著
者
は
宋
代
以
後
借
末

に
至
る
ま
で
を
近
世
と
し
て
ゐ
ら
れ
る
。
而
し
て
近
世
支
那
祀
介
が
如
劈

な
る
名
秘
を
以
て
呼
ば
る
べ
き
か
に
就
い
て
は
、
之
を
表
現
す
る
に
逍
切

な
る
名
将
は
な
ほ
考
究
を
娶
す
る
と
し
、
借
末
以
後
現
在
に
至
る
僅
々
鏝

十
年
間
す
ら
も
、
「
官
僚
的
祀
會
が
崩
嘔
し
て
新
し
い
蔀
會
を
形
成
せ
ん
と

す
る
い
は
ゆ
る
過
渡
期
的
祀
會
」
で
あ
る
と
し
て
、
簡
潔
適
普
な
る
表
現

の
困
難
な
る
を
物
語
っ
て
ゐ
ら
れ
る
こ
と
か
ら
考
へ
で
も
、
千
年
に
及
ぶ

近
世
的
支
那
祀
介
に
通
す
る
几
ハ
但
的
で
逍
切
な
名
将
は
、
何
人
と
曜
も
要

求
す
る
方
が
無
理
で
あ
ら
う
。
此
の
場
合
、
橘
現
氏
や
陶
希
聖
氏
の
訓
ふ

官
僚
的
前
資
本
主
義
祀
分
と
い
よ
名
将
が
、
大
謄
著
者
の
意
見
と
も
一
致

す
る
ら
し
い
が
、
こ
れ
も
付
不
十
分
で
あ
る
と
せ
ら
れ
て
ゐ
る
。

　

『
明
溝
時
代
に
お
け
る
外
閥
銀
の
流
入
』
は
、
「
近
世
支
那
が
銀
貨
國
に

な
っ
仁
径
路
を
記
述
し
尤
も
の
で
」
あ
っ
て
、
其
の
原
川
に
就
い
て
は
、

加
藤
繁
博
士
が
雲
市
等
の
銀
鎖
開
利
の
影
響
を
重
祀
し
て
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
’

の
に
對
し
て
、
欧
米
諸
國
と
の
貿
易
の
結
果
、
明
末
以
来
夥
し
く
外
國
銀

が
流
入
し
だ
篤
め
で
あ
る
と
し
て
ゐ
る
。
大
多
数
の
國
家
が
、
ま
本
位
制

度
を
採
っ
て
ゐ
る
の
に
反
し
て
、
最
近
ま
で
銀
本
位
制
度
に
よ
っ
て
ゐ
た

友
那
が
、
如
何
に
し
て
斯
く
成
っ
た
か
を
、
日
本
、
フ
イ
リ
ツ
ピ
ソ
、
イ

ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
等
よ
り
銀
の
流
人
せ
る
瞳
量
を
表
示
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
論
誼
し
て
ゐ
ら
れ
る
。

　

『
溝
代
に
お
け
る
銀
・
銭
比
側
の
愛
勁
一
に
在
っ
て
は
、
此
處
に
い
ふ

　

「
銀
・
銭
の
比
削
と
は
、
銀
貨
と
銅
銭
と
の
交
換
比
率
を
指
す
」
の
で
あ

り
、
涛
代
で
は
雨
者
と
も
相
並
ん
で
完
令
。
な
る
法
貨
で
乙
っ
■
^
-
か
ら
、
共

の
問
に
法
定
の
此
價
が
あ
っ
ち
が
、
そ
の
時
々
の
祀
會
の
銀
銅
に
對
す
る
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田

　

需
要
闘
係
に
よ
っ
て
、
富
然
別
個
の
市
場
比
胴
を
殺
生
せ
し
め
応
。
此
の

　
　

銀
・
競
り
比
。
は
の
退
勤
兜
に
之
に
基
く
銭
同
［
‥
七
‐
引
は
、
鏡
同
を
以
て
日

　
　

常
生
計
を
立
て
Ａ
　
｡
０
る
中
流
以
下
い
庶
民
階
級
に
対
し
て
、
常
に
穴
な
る

　
　

彫
ガ
を
挺
へ
仁
も
０
で
高
り
、
近
世
支
川
吐
言
を
斑
究
廿
ん
と
す
る
者
に

　
　

と
っ
て
忽
せ
に
す
る
こ
と
が
川
来
な
い
も
の
・
で
あ
る
。
本
祐
に
、
順
治
、

　
　

康
煕
よ
り
順
次
に
同
治
、
光
納
に
至
乙
迄
り
組
敦
比
。
眉
の
但
旧
－
ご
歿
言

　
　

す
れ
ば
鑓
胴
の
賢
落
を
肩
明
に
記
述
し
、
這
児
、
岐
一
年
問
が
‥
。
取
も
低
落

　
　

し
仁
こ
と
を
・
誼
し
て
ゐ
ら
れ
る
。

　
　
　
　

『
近
世
支
那
狙
税
上
に
む
け
る
物
納
と
籤
納
一
は
、
「
近
世
支
那
の
納
税

　
　

が
文
出
に
見
・
凡
た
る
現
物
紬
的
記
録
に
も
か
ヽ
ゝ
は
ら
す
、
一
頁
に
に
は
多
く

　
　

金
銭
納
特
に
以
を
も
っ
て
Ｉ
し
る
Ａ

･
*
S
i
い
で
'
｡
０
'

.
ｆ
＾
、
宋
川
に
お
い
て
は
沁

　
　

米
の
ご
と
き
も
囚
家
採
災
り
性
質
を
≫
Ｄ
　
Ｏ
　
　
_
-
ｐ
い
・
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
仁
一

　
　

も
の
で
あ
り
、
一
概
説
、
二
銭
納
、
三
銀
納
、
四
漕
糧
に
分
っ
て
説
い
て

　
　

ゐ
ら
れ
る
。
特
に
沁
楸
が
洽
代
に
も
賞
納
糧
納
と
し
て
存
在
し
‐
こ
と
に

　
　

つ
い
で
、
綸
者
或
ひ
は
之
を
以
て
賞
物
租
税
と
し
て
こ
こ
に
厦
し
、
貨
幣

　
　

紅
河
の
公
辻
せ
る
明
沁
時
代
に
、
に
ｙ
ゝ
乙
賞
物
納
の
存
在
を
否
定
し
、
「
特

　
　

種
の
必
要
よ
り
行
っ
仁
一
種
い
採
賀
で
あ
り
、
純
粋
の
利
税
そ
の
も
の
で

　
　

は
な
か
っ
だ
」
と
説
い
て
ゐ
ら
れ
乙
寸
済
代
の
耕
地
同
墾
』
に
於
て
は
、

　
　

む
柴
紅
沁
ｙ
飛
本
と
す
る
支
那
に
在
っ
て
、
洽
代
に
む
け
る
木
耕
地
い
開

　
　

累
問
愚
よ
り
し
て
ペ
　
　
　
般
に
支
那
に
む
け
る
土
地
利
川
い
程
度
方
法
、
ａ

　
　

田
の
集
約
的
糾
停
状
況
」
を
説
き
、
Ｔ
】
れ
と
支
那
生
庖
力
む
よ
び
１
　
介
生

　
　

活
と
い
闘
係
等
」
を
取
扱
っ
て
ゐ
乙
。
支
那
の
文
出
に
表
は
れ
八
田
畝
統

　
　

計
は
べ
主
と
し
て
各
地
方
政
府
が
川
賦
牧
入
を
洲
定
し
て
中
央
逞
金
あ
る

ひ
は
鐙
糧
の
標
準
と
し
紀
い
は
ゆ
る
定
額
の
合
計
で
あ
っ
て
、
定
額
外
の

調
査
不
行
屈
あ
る
ひ
は
隠
蔽
さ
れ
た
る
耕
地
等
は
含
ま
邨
て
な
い
」
の
で

あ
る
か
ら
、
「
脊
鋪
叫
い
俎
額
と
竹
際
そ
ｏ
時
の
附
地
而
積
と
は
令
く
別

物
」
で
あ
る
こ
と
に
留
意
し
、
児
づ
沁
初
回
順
治
以
降
に
図
に
至
る
ぷ
で

各
時
代
に
お
け
る
川
畝
統
計
か
ら
味
し
、
そ
の
比
較
に
よ
っ
て
荒
地
開
墾

の
袱
況
を
調
査
し
て
、
最
後
に
賞
際
の
耕
地
而
積
を
推
定
し
仁
。
之
加
記

述
に
常
つ
て
は
、
各
時
代
毎
に
地
方
別
に
詳
細
な
る
田
畝
員
を
表
示
し
て

そ
の
扮
減
を
明
か
に
し
て
ゐ
る
。
共
の
結
米
、
洽
初
比
較
的
に
多
か
っ
仁

荒
地
も
浙
次
同
墾
さ
れ
、
嘉
慶
年
間
に
は
優
机
い
開
拓
を
必
要
と
し
仁
程

で
め
っ
た
。
よ
っ
て
沁
初
に
お
け
る
賞
際
１
　
地
面
持
は
約
千
二
百
五
十
萬

頃
で
あ
っ
た
Ｉ
い
が
、
光
絵
時
代
に
は
約
千
■
f
f
i
百
五
十
萬
頃
、
民
閥
時
代
に

は
約
千
六
百
八
十
萬
頃
と
推
定
さ
れ
た
。
然
し
乍
ら
此
の
賞
㈹
耕
地
面
積

と
奏
絹
針
記
載
い
田
土
監
額
と
は
、
「
い
づ
れ
の
時
代
に
も
そ
れ
ぐ
約
五

百
萬
頃
乃
至
六
百
萬
頃
の
差
異
が
あ
つ
じ
、
こ
れ
だ
け
の
額
が
箆
秘
め
乙

ひ
は
奄
札
さ
れ
て
ゐ
仁
」
と
結
諭
せ
ら
れ
て
ゐ
乙
。

　

‥
以
後
の
「
洽
代
に
お
け
る
人
目
」
に
就
い
て
は
、
　
１
支
那
人
目
の
近
作
に

お
け
る
宣
川
を
推
定
し
仁
も
の
」
で
４
　
つ
て
、
支
那
の
戸
口
統
計
は
、
古

来
脱
漏
又
は
官
吏
『
の
作
化
多
き
こ
と
、
土
着
の
民
戸
を
主
と
す
る
こ
と
等

か
ら
し
て
、
常
に
「
官
際
の
・
肢
額
よ
り
著
し
く
少
な
き
を
普
通
と
し
」
て

ゐ
る
の
に
謐
み
、
常
時
此
介
丿
吠
況
に
照
ら
し
、
記
録
さ
れ
仁
る
統
計
シ

訂
正
し
て
竹
川
を
鼻
碇
せ
ん
と
し
惣
も
回
・
フ
ッ
～
先
づ
沁
代
以
前
い
人

‐
を
一
迦
り
調
査
し
、
次
い
で
沁
刺
を
初
中
本
の
三
川
に
践
分
し
て
、
各

々
の
人
口
を
ば
東
華
録
そ
の
他
支
那
側
の
文
胤
の
み
な
ら
Ｉ
’
ル
チ
Ｊ
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以
下
多
欲
の
外
人
の
報
を
に
基
い
で
精
密
に
検
討
し
て
ふ
ら
れ
る
。

　

以
上
が
所
収
論
文
の
概
要
で
あ
る
が
、
巻
頭
の
「
細
済
史
上
に
お
け
る

近
世
支
那
社
會
の
性
質
」
以
外
は
、
何
れ
も
明
・
溝
時
代
の
貨
幣
耕
地
人

白
等
の
細
済
事
賓
そ
の
も
の
の
登
展
的
過
程
や
訓
査
七
Ｉ
を
の
で
あ
っ
て

所
謂
食
貨
志
的
叙
述
で
あ
り
、
文
獣
に
表
れ
た
る
額
数
よ
り
帰
納
す
れ

ば
、
常
然
か
ゝ
る
結
論
は
導
き
出
ぎ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
論
旨
は
誤
謬

が
無
く
一
々
首
肯
し
得
る
と
し
て
も
、
軍
盤
に
し
て
些
か
精
彩
を
訣
く
憾

み
が
あ
る
。
尤
も
此
の
訣
陥
は
、
細
済
史
が
鯉
清
現
象
に
闘
す
る
事
賞
の

歴
史
で
あ
る
鮎
に
於
て
、
経
済
思
想
史
や
歴
史
の
細
済
的
親
鮎
に
立
つ
説

明
と
異
な
-
C
N
、
理
論
構
成
よ
り
事
貴
辺
蒐
集
に
傾
注
す
る
結
果
よ
り
暦
来

さ
れ
る
篤
め
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
細
済
史
自
身
に
内
在
す
る
弱
さ
で
あ

り
、
此
處
に
紅
沸
史
に
對
す
る
吾
人
の
悟
り
な
さ
が
あ
る
の
で
あ
る
。
故

に
斯
か
る
不
満
悠
を
以
て
本
書
を
遇
す
る
が
如
き
は
、
細
済
史
の
本
末
の

立
場
を
理
解
し
な
い
も
の
と
言
へ
る
で
あ
ら
う
、
最
後
に
、
煩
雑
な
る
数

字
の
検
討
を
厭
は
す
整
理
表
示
し
て
、
今
後
の
近
世
支
那
細
済
専
攻
者
に

好
個
の
指
針
を
揖
へ
ら
れ
仁
著
者
の
長
年
の
御
努
力
と
其
の
原
苦
に
謝
意

を
表
し
て
、
此
の
魚
雑
な
る
紹
介
を
絡
る
。
―

　
　
　
　

（
岡
本
午
こ

ア
ジ
ア
民
族
誌

　
　
　
　
　

昭
和
十
八
年
一
月

　
　
　
　
　

Å
５
判
三
八
八
頁

Ｅ
ニ
フ
。
ツ
ェ
ル
原
著

向

　

坂

　

逸

　

郎
詞

生

　

活

　

１
　

定

　

恨

　

四
川

六ト登
拾
践行

　
　
　
　

大
東
μ
戦
蜃
の
輝
か
し
い
進
腱
に
作
う
て
、
大
東
亜
諸
地
域
の
民
族
問

認

　

題
は
我
々
の
脳
裏
に
嘗
で
な
き
矢
い
な
る
地
位
を
占
め
る
こ
と
と
な
つ

仁
ｏ
両
し
て
隨
族
そ
の
も
の
の
圧
論
的
検
討
は
夙
に
高
田
保
馬
博
士
分
姶

め
と
し
て
、
小
松
堅
太
郎
・
新
明
正
道
・
高
坂
正
顧
・
臼
井
二
倚
諸
氏
に

よ
っ
て
綾
け
ら
れ
い
数
々
の
成
果
炉
生
み
出
さ
れ
来
つ
た
の
で
あ
る
が
、

民
族
の
具
益
的
現
象
に
開
す
る
探
求
も
大
歌
の
進
展
と
共
に
愈
々
拍
車
を

加
へ
来
っ
た
親
が
あ
る
。
民
族
學
関
係
の
著
作
・
皺
譚
の
盛
行
は
何
よ
り

も
雄
滸
に
此
の
事
を
物
語
る
。

　

本
年
初
頭
、
先
に
ラ
″
ツ
ェ
ル
の
「
偏
逸
」
（
中
央
公
論
祀
刊
）
を
邦
譚

さ
れ
た
向
坂
逸
郎
氏
が
、
同
じ
き
ラ
ッ
ツ
ェ
ル
の
大
著
｡
.
Ｖ
ｏ
'
.
ｋ
ｅ
r
ｋ
ｕ
ｎ
ｄ
ｅ
　
"

の
中
、
ア
ジ
ア
民
族
の
部
分
を
邦
課
刊
行
せ
ら
れ
た
の
も
、
そ
の
よ
き
Ｉ

例
で
あ
ら
う
ノ
フ
ッ
ツ
ェ
ル
の

。
Ｖ
ｏ
　
ｋ
ｅ
ｒ
ｋ
ｕ
i
i
d
e
　
”
は
一
八
八
五
－
八
八

年
に
互
つ
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
に
じ
て
總
計
二
四
〇
〇
頁
許
、
G
i
i
i
m
i
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i
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ｇ
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ｋ
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ｕ
l
t
ｕ
ｒ
ｖ
ｏ
ｌ
ｋ
ｅ
ｒ

ｄ
ｅ
ｒ
　
A
l
ｔ
ｅ
ｎ
　
ｕ
乱
Ｎ
ｅ
ｕ
ｅ
ｎ
　
W
e
l
t
の
諸
部
よ
り
成
る
が
、
本
課
に
は
Ｄ
ｒ
i
-

t
t
ｅ
ｒ
　
Ｂ
ａ
ｎ
ｄ
.
　
Ｄ
ｉ
ｅ
　
Ｋ
ｕ
Ｕ
ｕ
ｒ
ｖ
ｏ
ｌ
ｋ
ｅ
ｒ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
A
l
t
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｎ
ｅ
ｕ
ｅ
ｎ
　
W
e
l
ｔ
　
　
Ｓ

中
よ
り
ｌ
ｎ
ｎ
ｅ
ｒ
ａ
ｓ
ｉ
ｅ
ｎ
　
　
　
i
i
n
d
　
　
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
　
ｉ
ｎ
ｎ
ｅ
r
ａ
ｓ
i
a
t
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
　
　
Ｙ
ｏ
ｌ
ｋ
ｅ
ｒ
ｋ
ｒ
e
i
ｓ
｡

Ｓ
ｕ
ｄ
ａ
ｓ
ｉ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
i
n
d
i
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
　
Ｖ
ｏ
ｌ
ｋ
ｅ
ｒ
ｋ
ｒ
e
i
ｓ
｡
　
　
Ｏ
ｓ
t
ａ
ｓ
ｉ
ｅ
ｎ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
　
ｄ
ｅ
ｒ

ｏ
ｓ
t
ａ
ｓ
i
a
t
　
ｃ
ｈ
ｅ
　
　
Ｖ
ｏ
ｌ
ｋ
ｅ
ｒ
ｈ
ｒ
e
i
ｓ
の
三
篇
を
撰
ん
で
邦
詳
さ
れ
仁
も
Ｐ
で
あ

る
。
尤
も
三
篇
全
部
の
謬
で
は
な
く
、
ｕ
ｅ
ｓ
　
ａ
ｓ
i
a
ｕ
ｓ
ｃ
ｎ
ｅ
　
　
ｂ
ｔ
ｅ
ｐ
ｐ
ｅ
ｎ
-

ｇ
ｅ
ｂ
ｉ
ｅ
t
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
W
i
i
ｓ
t
ｅ
ｉ
ｉ
ｇ
ｅ
ｂ
ｉ
ｅ
t
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Ｓ
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ｄ
ａ
ｓ
ｉ
ｅ
ｎ
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Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
ｅ
ｒ
　
ｕ
ｎ
ｄ
　
Ｋ
ｏ
ｒ
ｅ
ａ
ｎ
ｅ
ｒ

の
諸
章
を
訣
く
、
邦
課
の
部
分
は
左
の
如
し
（
邦
詳
の
章
名
に
よ
る
≒

二
）

　

蒙
古
今
チ
ベ
ッ
ト
人
及
び
ト
ル
’
諸
民
族
の
概
詑

（
二
）

　

蒙
古
人
と
ト
ル
つ
諸
民
族
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