
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
拝
見

佐

々

部

英

男

イ
ギ
リ
ス
の
冬
は
と
か
く
う
っ
と
う
し
い
。
十
二
月
と
も
な
れ
ば
、

朝
食
に
階
下
へ
お
り
て
も
、
あ
ま
り
グ
ッ
ド
モ
ー
ニ
ン
グ
と
は
い
わ
な

い
。
大
抵
、
口
の
中
で
グ
ッ
ド
を
ご
ま
か
し
て
、
モ
ー
ニ
ン
グ
だ
け
で

済
ま
し
て
い
る
。
掃
除
に
く
る
小
母
さ
ん
が
「
本
当
は
グ
ッ
ド
じ
ゃ
な

い
ん
で
す
が
ネ
ェ
」
と
こ
ぼ
し
て
い
た
の
は
正
直
だ
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
冬
の
朝
に
も
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
は
一
き

わ
美
し
い
。
聖
ジ
ャ
イ
ル
ズ
大
通
か
ら
左
へ
折
れ
、
ク
ラ
ン
マ
ァ
、
リ

ド
リ
ィ
、
ラ
テ
ィ
マ
ァ
三
人
の
坊
さ
ん
が
火
刑
に
処
せ
ら
れ
た
辺
り
を

過
ぎ
る
と
、
ま
も
な
く
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ェ
ル
の
前
に
で
る
。
こ
の
書
店
と

は
、
数
年
来
、
カ
タ
ロ
グ
を
送
っ
て
も
ら
っ
て
き
た
馴
兄
だ
。
入
っ

て
み
る
と
「
在
学
生
諸
君
は
店
頭
備
付
け
の
カ
タ
ロ
グ
を
ど
利
用
下
さ

い
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
か
ら
ゴ
ウ
ダ
ウ
ン
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
ら

差
上
げ
ま
す
」
と
い
う
掲
示
が
目
に
つ
い
た
。
そ
の
ブ
ラ
ッ
ク
ウ
ェ
ル

の
隣
の
新
ポ
ド
リ
ア
ン
図
書
館
か
ら
四
辻
を
斜
に
横
切
る
と
、
ニ
ュ
ー

コ
レ
ジ
と
ハ
ー
ト
フ
ォ
ー
ド
コ
レ
ジ
と
の
間
の
小
道
に
入
る
。
自
分

は
こ
の
小
道
が
大
好
き
だ
っ
た
。
コ
レ
ジ
に
そ
っ
て
四
、
五
辺
ま
が
る

と
大
通
「
ハ
イ
」
に
つ
き
あ
た
り
、
す
ぐ
左
手
が
講
義
場
だ
。
下
宿
か

ら
十
五
分
ぐ
ら
い
の
道
の
り
で
あ
っ
た
が
、
古
く
落
着
い
た
建
物
つ
た

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
拝
見

い
に
歩
い
て
い
く
う
ち
に
、
知
ら
ず
識
ら
ず
学
問
に
集
中
し
て
し
ま

う
。
こ
こ
い
ら
が
老
舗
と
新
制
大
学
と
の
相
違
で
あ
ろ
う
。
今
日
、
大

通
は
騒
々
し
く
な
り
、
モ
リ
ス
の
自
動
車
工
場
な
ど
も
あ
っ
て
、
半
工

業
都
市
化
し
た
と
見
る
向
き
も
あ
る
が
、
や
は
り
学
問
に
は
最
適
の
環

境
と
い
え
そ
う
だ
。

講
義
は
大
抵
講
義
場
(
正
確
に
い
え
ば
試
験
場
)
E
舛
a
m
i
n
a
t
i
O
n

S
c
h
0
0
訂
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
建
物
の
大
教
室
に
は
、
S
c
h
O
F
M
a
g
n
a

O
r
i
e
n
t
a
訝
。
と
か
へ
S
c
h
O
-
a
M
a
g
n
a
A
u
s
t
r
巴
i
s
"
と
い
っ
た
ラ
テ

ン
名
が
つ
い
て
お
り
、
全
体
で
は
複
数
に
な
る
ん
だ
な
と
、
語
学
教
師

は
先
ず
感
心
し
た
。
そ
れ
に
休
講
の
掲
示
が
い
い
:
P
り
O
f
A
r
e
g
r
e
t
s

t
h
a
t
h
e
w
i
〓
n
O
t
b
e
a
b
訂
t
O
-
e
c
t
u
r
e
t
O
d
a
y
-
と
か
、
M
r
B

w
≡
N
O
T
㌃
c
t
u
r
e
t
h
i
s
w
e
e
k
V
と
か
、
M
i
s
s
C
が
-
e
c
t
u
r
e
f
O
r

t
O
d
a
y
i
s
c
a
n
c
e
〓
e
d
.
と
か
変
化
が
あ
る
。
開
講
表
を
み
る
と
、
こ

こ
で
は
文
字
通
り
英
文
学
科
で
、
四
十
は
ど
の
講
義
の
う
ち
米
文
学
に

関
す
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
英
文
学
も
キ
プ
リ
ン
グ
、
コ
ン
ラ
ッ
ド

あ
た
り
ま
で
だ
。
し
か
し
ベ
ー
オ
ウ
ル
フ
か
ら
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
朝
ま
で

は
、
主
な
作
家
か
時
代
別
の
講
義
が
ま
ん
べ
ん
な
く
あ
っ
て
、
全
体
と

し
て
英
語
史
英
文
学
史
を
な
し
て
い
る
。
比
重
の
大
き
い
の
が
鑑
に

関
す
る
も
の
で
、
全
体
の
三
分
の
一
を
占
め
る
。
こ
れ
は
古
い
文
献

を
抱
え
、
国
語
国
文
学
の
立
場
に
あ
る
た
め
で
も
あ
る
が
、
ケ
ン
ブ
リ

ッ
ジ
で
は
チ
ョ
ー
サ
ァ
か
ら
必
修
な
の
に
た
い
し
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
で
は
ベ
ー
オ
ウ
ル
フ
か
ら
と
い
う
特
色
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
。
「
だ

か
ら
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
の
卒
業
生
で
は
英
語
の
教
師
と
し
て
不
十
分

だ
」
と
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
は
い
う
。
し
か
し
オ
ッ
ク
ス
ブ
リ
ッ
ジ

一
四
三



の
対
抗
意
識
は
決
し
て
偏
狭
な
も
の
で
は
な
い
。
昨
冬
の
話
題
に
な
っ

た
詩
学
教
授
の
選
挙
で
も
、
英
文
科
で
は
外
部
の
気
風
を
い
れ
る
た
め

に
、
レ
ン
教
授
が
ス
ポ
ン
サ
ー
に
な
っ
て
、
F
・
R
・
リ
ー
グ
ィ
ス
を

支
持
し
た
こ
と
は
記
憶
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

講
義
そ
の
も
の
は
他
の
大
学
に
較
べ
る
と
比
重
が
軽
い
よ
う
だ
。
第

二
一
時
間
単
位
(
正
味
五
十
五
分
位
)
だ
。
第
二
に
三
学
期
と
も
八

週
間
単
位
だ
が
、
最
後
の
週
は
休
む
の
が
内
規
に
な
っ
て
い
る
。
第
三

に
教
師
自
身
も
あ
ま
り
講
義
に
で
る
な
と
い
う
。
余
り
沢
山
で
る
と
、

自
分
の
研
究
時
間
が
な
く
な
る
か
ら
と
い
う
訳
だ
。
聴
講
率
に
つ
い
て

は
、
学
園
誌
ヽ
ヒ
h
に
統
計
が
の
っ
て
い
た
の
で
、
そ
の
ま
ま
拝
借

さ
せ
て
い
た
だ
く
。
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つ
い
で
な
が
ら
、
同
誌
に
よ
る
と
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
は
、
文

科
系
の
学
生
が
圧
倒
的
に
多
く
8
0
%
を
占
め
、
そ
れ
に
対
し
ケ
ン
ブ
リ

ッ
ジ
で
は
5
2
%
、
イ
ギ
リ
ス
の
大
学
平
均
で
は
3
5
%
と
い
う
数
字
を
あ

げ
て
い
る
。
(
一
九
五
五
年
の
K
e
訂
a
l
l
R
e
p
O
r
t
に
よ
る
)

こ
れ
だ
け
で
は
紳
士
教
育
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
怠
け
者
教
育
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
を
補
っ
て
余
り
あ
る
の
が
個
人
指
導
制

度
だ
。
こ
の
制
度
は
筆
者
の
よ
う
な
聴
講
生
格
の
も
の
に
も
適
用
さ

れ
、
遇
一
同
二
ポ
ン
ド
の
謝
礼
を
払
っ
て
、
一
時
間
乃
至
一
時
間
半
の

指
導
を
う
け
る
。
筆
者
の
場
合
に
は
レ
ン
教
授
が
当
ら
れ
た
。
教
授
が

個
人
指
導
に
当
る
の
は
大
学
院
学
生
に
限
ら
れ
る
ら
し
く
、
t
u
t
O
r
の

良
し
要
し
で
違
っ
て
く
る
こ
の
制
度
で
は
、
非
常
に
幸
運
だ
っ
た
。
同

教
授
が
日
本
人
を
教
え
ら
れ
る
の
は
二
人
目
ら
し
い
。
「
一
昔
前
、
自

分
が
教
え
た
日
本
の
女
子
学
生
は
会
話
が
う
ま
か
っ
た
。
た
し
か
ナ

カ
ム
ラ
さ
ん
と
い
わ
れ
、
哲
学
者
と
結
婚
さ
れ
た
」
と
、
同
志
社
の

高
田
教
授
の
こ
と
は
よ
く
憶
え
て
お
ら
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
学
者

の
会
話
は
あ
ま
り
信
用
が
な
い
。
世
界
言
語
学
大
会
で
日
本
の
言
語
学

旦
譜
碍
者
一
の
講
演
を
き
い
た
が
、
始
め
か
ら
終
り
ま
で
さ
っ
ぱ
り
解

ら
な
か
っ
た
。
後
で
涛
席
の
先
生
に
「
あ
り
ゃ
何
語
で
し
ゃ
べ
っ
た
ん



だ
い
」
と
聞
い
た
ら
英
語
だ
っ
た
、
と
い
う
話
は
二
へ
ん
さ
れ
、
イ
ン

ト
ネ
ィ
シ
ョ
ン
の
研
究
が
足
り
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
意
見
だ
っ

た
。
と
に
角
、
こ
ち
ら
の
表
現
力
を
考
え
ら
れ
て
か
、
そ
れ
と
も
基
礎

を
固
め
る
の
が
第
一
と
想
わ
れ
て
か
、
恐
ら
く
両
方
で
あ
ろ
う
が
、
指

導
も
あ
く
ま
で
テ
キ
ス
ト
に
即
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
毎
週
指
定
さ
れ

た
テ
キ
ス
ト
を
読
ん
で
ゆ
き
、
専
ら
先
生
に
疑
問
の
箇
所
を
説
明
し
て

い
た
だ
く
。
時
た
ま
、
こ
ち
ら
が
一
節
を
現
代
英
語
に
訳
す
と
い
う
の

が
き
ま
り
で
、
語
学
教
師
に
は
一
番
ア
ト
ホ
ー
ム
な
や
り
万
だ
っ
た
。

レ
ン
教
授
は
決
し
て
近
寄
り
難
い
先
生
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
対
一
と

な
る
と
こ
ち
ら
の
準
備
も
違
う
。
あ
ま
り
や
っ
た
こ
と
の
な
い
図
書
館

通
い
も
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
師
弟
間
の
親
密
な
関
係
も
で
き

て
く
る
。
余
裕
が
あ
れ
ば
、
我
が
国
で
も
検
討
し
た
い
制
度
だ
。

レ
ン
教
授
に
つ
い
て
も
う
少
し
書
く
。
と
い
う
の
は
、
渡
英
前
に
マ

シ
ュ
ー
ズ
氏
か
ら
「
イ
ギ
リ
ス
人
は
友
達
を
つ
く
る
の
も
遅
い
が
、
友

達
を
捨
て
る
の
も
遅
い
」
と
冊
か
さ
れ
、
覚
悟
は
し
て
い
た
も
の
の
、

果
し
て
そ
う
だ
っ
た
。
殊
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
に
お
い
て
然
り
で
、

ロ
ン
ド
ン
大
学
を
巫
業
し
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
大
学
院
を
修
め
て
い

る
学
生
が
「
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
は
友
達
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と

い
っ
た
の
か
ら
も
、
こ
ち
ら
の
せ
い
だ
け
で
も
な
さ
そ
う
だ
。
結
局
、

コ
レ
ジ
に
入
ら
な
い
限
り
、
無
釦
と
い
う
こ
と
ら
し
い
。
せ
め
て
何
か

の
ク
ラ
ブ
に
で
も
入
会
す
れ
ば
よ
か
っ
た
の
だ
が
、
何
し
ろ
縛
れ
た
。

午
前
中
二
時
間
も
講
義
に
で
る
と
、
年
後
は
寝
床
に
も
ぐ
り
こ
ん
で
B

B
C
を
聴
く
の
が
関
の
山
で
、
お
ま
け
に
週
の
四
日
位
は
個
人
指
導
と

い
う
奴
が
頭
を
離
れ
な
い
。
と
う
と
う
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
滞
在
の
二

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
拝
見

学
期
を
通
じ
て
、
話
相
手
は
ほ
と
ん
ど
レ
ン
教
授
と
下
宿
の
女
中
オ
リ

ー
ヴ
に
限
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
女
中
が
い
わ
ば
会
話
の
先
生
で
、

フ
ォ
グ
(
霧
)
と
い
っ
た
ら
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
ア
ク
セ
ン
ト
で

は
、
フ
ォ
ッ
グ
と
思
い
き
り
語
頭
を
強
く
発
音
す
る
の
だ
と
教
え
て
く

れ
た
。
た
だ
し
、
ア
ネ
モ
ネ
の
花
を
何
べ
ん
尋
ね
て
も
、
ア
ネ
ノ
ミ

と
音
位
転
換
を
や
っ
て
教
え
て
く
れ
る
先
生
だ
か
ら
あ
て
に
は
な
ら
な

い
。
結
局
、
レ
ン
教
授
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
で
気
持
ち
よ
く
感
じ
た
の
は
、
学
閥
の
世
界
で

は
人
種
的
偏
見
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
ロ
ン
ド
ン
だ

と
、
筆
者
の
滞
英
申
ず
っ
と
、
日
本
軍
の
英
田
作
虜
由
得
を
訴
え
る
展

覧
会
が
大
通
で
開
か
れ
て
お
り
、
ご
く
一
部
に
は
こ
う
い
う
感
覚
も
残

っ
て
い
る
の
か
と
残
念
に
思
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
と
に
角
、
レ
ン
教
授

レン教授

に
は
み
じ
ん
も
差
別
は

見
ら
れ
ず
、
実
に
あ
け

す
け
に
訳
さ
れ
た
。
た

だ
、
日
本
と
い
う
国

は
、
戦
後
イ
ギ
リ
ス
か

ら
ア
メ
リ
カ
に
鞍
替
え

し
て
し
ま
っ
た
と
思
い

こ
ん
で
お
ら
れ
「
何
で

も
被
で
も
ア
メ
リ
カ
の

真
似
を
す
る
の
は
為
に

な
ら
な
い
」
と
い
わ
れ

た
。
殊
に
、
ア
メ
リ
カ



言
語
学
の
最
近
の
傾
向
に
は
同
調
さ
れ
な
い
。
一
度
は
教
室
で
「
新
し

い
記
述
的
な
方
法
と
い
う
の
は
、
何
ら
か
の
意
味
で
生
き
て
い
る
言
語

に
の
み
通
用
で
き
る
の
で
、
O
E
の
発
音
の
場
合
に
は
、
従
来
の
歴
史
的

方
法
と
比
較
言
語
学
的
方
法
に
よ
る
他
は
な
い
」
と
い
わ
れ
た
。
こ
れ

は
、
現
代
英
語
の
場
合
に
の
み
新
し
い
方
法
の
価
値
を
認
め
る
と
い
う

こ
と
だ
。
も
う
一
度
は
個
人
的
に
「
構
造
言
語
学
と
い
う
の
は
、
本
来

イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
言
語
の
よ
う
な
文
字
の
な
い
言
語
の
た
め
に
季
冬
り

れ
た
も
の
で
、
英
語
の
よ
う
な
長
い
文
学
的
伝
統
を
も
つ
言
語
に
は
不

十
分
だ
。
英
語
教
育
上
の
効
果
と
な
る
と
、
結
局
述
語
を
置
換
え
る
だ

け
で
、
従
来
の
文
法
で
い
っ
て
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
に
な
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
」
と
い
わ
れ
た
。
筆
者
に
こ
の
意
見
の
可
否
を
諭
ず
る
資
格
は
な

い
が
「
英
語
の
文
学
的
伝
統
」
と
い
う
言
葉
は
注
目
に
値
す
る
。
と
い

う
の
は
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
の
英
語
学
を
考
え
る
と
き
に
、
先
ず
浮
ん

で
く
る
の
は
こ
の
言
葉
だ
。
英
語
学
と
い
っ
て
も
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
で
は
あ
く
ま
で
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
が
中
心
に
な
る
。
結
局
、
オ
ッ
ク

ス
フ
ォ
ー
ド
の
ゆ
き
万
、
ア
メ
リ
カ
の
新
し
い
ゆ
き
万
、
そ
れ
ぞ
れ
違

っ
た
性
質
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
む
し
ろ
相
補
う
も
の
と
い
う
気
が
す

る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
誌
の
テ
キ
ス
ト
の
指
導
と
い
う
点
で
は
、
レ

ン
教
授
以
上
の
先
生
が
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
語
句
の
解
釈
は
も
ち

ろ
ん
、
O
E
詩
の
韻
律
や
、
写
本
に
当
る
こ
と
の
大
切
さ
な
ど
、
噛
ん
で
ふ

く
め
る
よ
う
に
指
導
し
て
下
さ
っ
た
。
プ
リ
テ
ィ
シ
ュ
カ
ウ
ン
シ
ル

の
ポ
ト
ロ
ー
ル
氏
は
憶
え
て
お
ら
れ
「
彼
は
ビ
ッ
グ
マ
ン
だ
ろ
う
」
と

聞
か
れ
る
の
で
、
何
気
な
く
「
イ
エ
ス
」
と
い
っ
た
ら
、
即
座
に
、
i
n

富
O
S
e
n
S
乳
と
い
う
使
い
方
を
教
え
て
下
さ
っ
た
の
も
先
生
だ
。


