
研
究
ノ
ー
ト

宮
崎
元
立
と
英
学
︵
続
︶

三

好

彰

は
じ
め
に

宮
崎
元
立
が
幕
末
に
市
販
さ
れ
た
﹃
英
和
對
訳
袖
珍
辭
書
﹄︵
初
版
︑
文
久
二
年

(１
)

刊
︶

の
校
正
に
携
わ
っ
た
こ
と
︑
そ
し
て
幕
府
の
教
育
機
関
の
洋
書
調
所
か
ら
英
学
句
読
教

授
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
こ
と
な
ど
か
ら
我
国
に
お
け
る
英
学
の
先
駆
者
の
一
人
で
あ
る

こ
と
を
筆
者
は
先
の
報
告
で
明
ら
か
に
し

(２
)

た
︒

本
稿
で
は
洋
学
関
係
書
の
出
版
に
あ
た
り
幕
府
が
行
っ
て
い
た
検
閲
の
記
録
で
あ
る

﹃
開
版
見
改
元
帳

二
﹄
に
宮
崎
元
立
の
名
前
が
出
て
く
る
こ
と
を
も
と
に
元
立
の
英

学
へ
の
取
り
組
み
を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
る
︒
宮
崎
元
立
は
蘭
学
か
ら
英
学
に
軸
を
移
し

た
先
駆
者
の
一
人
だ
っ
た
と
考
え
る
︒

一

『開
版
見
改
元
帳

二
﹄
の
概
要

江
戸
時
代
に
は
洋
学
関
係
の
書
籍
を
開
版
す
る
に
は
幕
府
の
検
閲
を
受
け
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
︒
そ
の
記
録
で
あ
る
﹃
開
版
見
改
元
帳

二
﹄
が
東
京
都
立
中
央
図
書
館
特

別
文
庫
室
に
あ
る
︒

表
紙
の
中
央
に
﹃
開
版
見
改
元
帳

二
﹄︑
そ
の
右
に
﹁
自
午
年
至
寅
年
﹂︑
左
に
﹁
元

治
元
子
季
調
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
の
で
安
政
五
午
︵
西
暦
一
八
五
八
︶
年
か
ら
文
久
三

寅
年
︵
西
暦
一
八
六
三
︶
ま
で
の
六
ヶ
年
分
の
記
録
を
元
治
元
年
︵
西
暦
一
八
六
四
︶

に
清
書
し
た
も
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
左
端
下
段
に
﹁
掌
書
局
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
︒
天
文
方
が
行
っ
て
い
た
こ
の

検
閲
を
安
政
三
年
か
ら
は
新
設
の
蕃
書
調
所
が
担
当
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
掌
書
局

は
そ
の
部
局
の
名
称
で
あ
ろ
う
︒

申
請
ベ
ー
ス
で
一
六
〇
余
件
が
出
て
い
る
が
差
し
戻
さ
れ
て
申
請
を
や
り
直
し
た
も

の
や
大
部
な
書
籍
を
数
回
に
分
け
て
申
請
し
た
も
の
が
あ
り
書
籍
の
件
数
は
一
一
七
件

で
あ
る
︒
蘭
学
関
係
は
医
学
や
兵
学
を
中
心
と
し
た
専
門
書
で
あ
る
が
英
学
関
係
は
初

学
者
向
け
の
書
籍
が
大
半
で
あ
る
︒

伊
藤
圭
介
︑
緒
方
洪
庵
︑
高
嶋
四
郎
太
夫
︵
秋
帆
︶︑
福
澤
諭
吉
な
ど
錚
々
た
る
人
々

と
肩
を
並
べ
て
宮
崎
元
立
が
二
件
申
請
し
て
い
る
︒

二

宮
崎
元
立
の
申
請

そ
の
一

︱
︱
︱

リ
ン
デ
ル
モ
リ
イ
著
﹃
英
吉
利
文
範
﹄

︵
イ
︶
申
請

宮
崎
元
立
が
文
久
元
年
︵
西
暦
一
八
六
一
︶
三
月
五
日
付
で
次
の
よ
う
に
申
請
し
て

い
る
︒一

英
吉
利
文
範

二
編

全
一
冊

宮崎元立と英学（続）
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リ
ン
デ
ル
モ
リ
イ
著

右
此
度
翻
刻
蔵
板
仕
度
奉
存
候
間
御
見
改
之
儀
宜
敷
奉
願
候

以
上

酉
三
月
五
日

嶋
加
賀
守
家
来

宮
崎
元
立

こ
れ
に
対
し
て
書
名
の
左
側
に
朱
書
き
で
次
の
よ
う
に
二
行
に
わ
た
り
判
定
結
果
が

書
か
れ
て
い
る
︒

酉
三
月
五
日

改
濟

酉
九
月
六
日

納
夲

文
久
元
年
は
酉
年
で
あ
り
申
請
日
に
改
濟
さ
れ
て
い
る
の
で
申
請
書
を
元
立
が
持
参

し
た
日
に
決
済
さ
れ
て
い
る
︒
な
お
後
述
す
る
が
﹁
酉
九
月
六
日

納
夲
﹂
は
納
本
の

予
定
日
で
あ
る
︒
そ
し
て
文
末
に
朱
で
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
︒

右
者
二
編
ニ
付
初
編
問
合
候
処
未
タ
伺
不
差
出
趣
ニ

(３
)

候

二
編
を
申
請
し
て
い
る
の
で
初
編
を
ど
う
す
る
か
を
糾
さ
れ
て
﹁
ま
だ
申
請
し
な

い
﹂
と
答
え
て
い
る
︒

︵
ロ
︶
現
存
す
る
リ
ン
デ
ル
モ
リ
イ
著
﹃
英
吉
利
文
範
﹄

早
稲
田
大
学
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
し
て
い
る
古
典
籍
総
合
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
に

﹃
英
吉
利
文
範
﹄
が
入
っ
て
い
る
︒
そ
れ
に
は
初
編
と
二
編
の
二
冊
が
あ
り
︑
写
真
１
と

写
真
２
に
示
す
よ
う
に
両
方
と
も
扉
に
﹃
英
吉
利
文
範
﹄
と
書
か
れ
て
い
る
︒
し
か
し

二
編
の
表
紙
は
﹃
英
吉
利
文
範
﹄
だ
が
初
編
の
表
紙
は
な
ぜ
か
﹃
英
國
文
範
﹄
で
あ
る
︒

三 好 彰
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本
文
は
両
編
と
も
に
筆
記
体
の
手
書
き
の
英
文
で
あ
り
︑
こ
れ
を
木
版
で
刷
り
上
げ

た
の
が
L
in
d
ley
M
u
rray
著
の
英
文
法
書
を
復
刻
し
た
﹃
英
吉
利
文
範
﹄
で
あ
る
︒

L
in
d
ley
M
u
rray
を
元
立
は
リ
ン
デ
ル
モ
リ
イ
と
読
ん
だ
︒
初
編
よ
り
先
行
さ
せ
た

二
編
が
文
久
元
年
に
復
刻
さ
れ
︑
初
編
の
復
刻
は
五
年
後
の
慶
応
元
年
な
の
で
﹃
開
版

見
改
元
帳

二
﹄
の
記
事
と
符
合
す
る
︑
よ
っ
て
宮
崎
元
立
の
名
前
は
出
て
い
な
い
も

の
の
元
立
が
翻
刻
し
た
も
の
で
あ
る
︒

︵
ハ
︶
L
in
d
le
y
M
u
r
r
a
y
の
原
書
と
の
関
係

︵
ａ
︶
英
文
法
書
の
構
成

L
in
d
ley
M
u
rray
︵
一
七
四
五
-一
八
二
六
︶
は
ア
メ
リ
カ
の
フ
ィ
ラ
デ
ル
フ
ィ
ア

に
生
ま
れ
て
弁
護
士
で
財
を
成
し
た
の
ち
余
生
は
イ
ギ
リ
ス
に
住
ん
で
英
文
法
を
研
究

し
た
︒
M
u
rray
を
以
下
で
は
発
音
に
そ
っ
て
マ
レ
ー
と
書
く
が
︑
そ
の
英
文
法
書

︵
初
版
は
一
七
九
五
年
刊
︶
は
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
イ
ギ
リ
ス
で
も
高
い
評
価
を
受

け
十
九
世
紀
後
半
ま
で
改
版
を
繰
り
返
し
た
︒

さ
て
マ
レ
ー
の
英
文
法
書
は
次
の
四
部
構
成
で
あ
る
︒
な
お
︵

︶
内
は
現
代
日
本

で
の
用
語
で
あ
る
︒

P
A
R
T
I

O
R
T
H
O
G
R
A
P
H
Y

︵
正
書
法
︶

P
A
R
T
II

E
T
Y
M
O
L
O
G
Y

︵
品
詞
論
︶

P
A
R
T
III

S
Y
N
T
A
X

︵
文
章
論
︶

P
A
R
T
IV

P
R
O
S
O
D
Y

︵
韻
律
論
︶

こ
の
ほ
か
に
A
P
P
E
N
D
IX
︵
附
録
︶
が
あ
る
︒

『英
吉
利
文
範
﹄
の
初
編
は
P
A
R
T
III
S
Y
N
T
A
X
︑
そ
し
て
二
編
は
P
A
R
T
II

宮崎元立と英学（続）
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E
T
Y
M
O
L
O
G
Y
を
復
刻
し
た
も
の
で
あ
る
︒
な
お
﹃
英
吉
利
文
範
﹄
二
編
の
本
文
は

一
九
三
ペ
ー
ジ
で
︑
初
編
は
二
一
二
ペ
ー
ジ
で
あ
る
︒

元
立
は
読
者
と
し
て
O
R
T
H
O
G
R
A
P
H
Y
を
学
び
終
え
た
英
学
徒
を
想
定
し
て

P
A
R
T
I︵
正
書
法
︶
を
省
略
し
︑
専
門
的
で
難
解
な
P
A
R
T
IV
︵
韻
律
論
︶
は
一
般
の

英
学
徒
に
は
不
要
と
見
な
し
て
残
り
の
品
詞
論
と
文
章
論
を
復
刻
し
た
と
考
え
ら
れ

る
︒︵

ｂ
︶

復
刻
方
法

写
真
１
︑
２
の
英
文
は
見
事
な
筆
記
体
で
あ
る
︒
彫
師
が
欧
文
の
筆
記
体
を
巧
に
彫

る
技
を
身
に
つ
け
て
い
た
の
が
分
か
る
︒
彫
り
慣
れ
て
い
る
の
で
類
書
を
こ
な
し
た
経

験
が
あ
る
の
だ
ろ
う
︒

蘭
学
で
は
u
を
ú
︑
y
を
ÿ
と
書
く
が
﹃
英
吉
利
文
範
﹄
で
は
通
常
の
u
と
y
で
あ
る
︒

し
か
し
x
は
-
を
重
ね
書
き
し
た
蘭
学
流
で
あ
り
︑
ハ
イ
フ
ネ
ー
シ
ョ
ン
も
原
書
の
ハ

イ
フ
ン
︵
-︶
で
は
な
く
蘭
学
流
の

を
使
っ
て
い
る
︒

�

原
書
が
イ
タ
リ
ッ
ク
体
と
ボ
ー
ル
ド
体
で
書
い
て
い
る
箇
所
に
は
筆
記
体
の
地
の
文

と
区
別
す
る
た
め
に
ア
ン
ダ
ー
ラ
イ
ン
を
引
い
て
い
る
︒

校
正
段
階
で
気
が
つ
い
た
誤
り
に
つ
い
て
は
誤
り
箇
所
に
〇
を
付
け
て
欄
外
に
訂
正

内
容
を
書
い
て
い
る
︒
元
立
の
草
稿
に
間
違
い
が
無
か
っ
た
た
め
だ
ろ
う
︑
訂
正
箇
所

は
少
な
い
︒

︵
ｃ
︶
原
書
の
版

マ
レ
ー
の
英
文
法
書
は
毎
年
の
よ
う
に
改
版
が
繰
り
返
さ
れ
た
た
め
﹃
英
吉
利
文

範
﹄
が
原
書
の
ど
の
版
に
拠
っ
た
か
を
突
き
止
め
る
至
難
で
あ
る
︒

『英
吉
利
文
範
﹄
の
初
編
の
原
版
は
マ
レ
ー
英
文
法
書
の
一
八
〇
九
年

(４
)

版
で
ほ
ぼ
間

違
い
な
か
ろ
う
︒
こ
の
版
の
特
徴
の
一
つ
は
原
文
で
S
Y
N
T
A
X
の
第
一
規
則

︵
R
U
L
E
I︶
の
第
六
行
以
降
を
次
の
よ
う
に
書
き
出
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒

T
h
e
N
orm
an
s,u
n
d
er
w
h
ich
-g
en
eralterm
is
com
p
reh
en
d
ed
th
e
D
an
es,

¡

N
orw
eg
ian
s,an
d
S
w
ed
es,w
ere
accu
stom
ed
to
slau
g
h
ter
an
d
rap
in
e;�

こ
の
文
は
現
在
な
ら
人
種
差
別
と
糾
弾
さ
れ
よ
う
が
他
の
版
で
は
次
の
よ
う
に
異
な

る
文
に
な
っ
て
い
る
︒

T
h
ere's
tw
o
or
th
ree
of
u
s,w
h
o
h
av
e
seen
th
e
w
ork
:

¡
�

二
編
の
原
版
は
詰
め
切
れ
て
い
な
い
が
ほ
ぼ
一
八
二
九
年

(５
)

版
の
復
刻
で
あ
る
と
考
え

る
︒
原
書
と
の
違
い
は
い
く
つ
か
の
C
H
A
P
T
E
R
の
最
後
に
原
書
に
あ
る
﹁
O
ctav
o

G
ram
m
ar
の
該
当
部
を
読
め
﹂
と
い
う
註
を
端
折
っ
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
だ
が

元
立
が
意
図
的
に
削
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

と
も
か
く
両
編
で
底
本
と
し
た
マ
レ
ー
の
英
文
法
書
の
版
が
異
な
っ
て
い
る
︒
当
初

は
初
編
と
二
編
を
一
八
〇
九
年
版
で
作
り
上
げ
た
が
︑
新
版
が
出
て
き
た
の
で
こ
れ
に

基
づ
い
て
や
り
な
お
し
て
二
編
︵
原
文
で
P
art
II︶
を
作
り
直
し
︑
後
回
し
に
し
た
初

編
︵
原
文
の
P
art
III︶
は
結
局
改
訂
で
き
な
か
っ
た
︒
な
お
原
本
の
P
art
IIIを
初
編

と
し
P
art
IIを
二
編
と
し
た
の
は
元
立
が
日
本
人
英
学
徒
に
は
品
詞
論
よ
り
文
章
論

が
大
切
と
考
え
た
た
め
で
あ
ろ
う
し
︑﹃
英
吉
利
文
範
﹄
と
い
う
書
名
に
し
た
の
も
文
章

論
を
重
ん
じ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
︒

三 好 彰
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︵
ニ
︶
文
久
元
年
の
宮
崎
元
立

上
述
し
た
よ
う
に
宮
崎
元
立
が
﹃
英
吉
利
文
範

二
編
﹄
を
申
請
し
た
の
は
文
久
元

年
三
月
五
日
だ
が
︑
同
月
二
四
日
か
ら
元
立
は
﹃
英
和
對
訳
袖
珍
辭
書
﹄
の
校
正
に
参

加
し

(２
)

た
︒

ど
う
や
ら
﹃
英
吉
利
文
範

二
編
﹄
を
検
閲
し
た
蕃
書
調
所
が
元
立
の
英
語
力
を

知
っ
て
校
正
に
参
加
す
る
こ
と
を
強
要
し
た
よ
う
で
あ
る
︒
事
が
急
だ
っ
た
た
め
だ
ろ

う
が
小
城
藩
に
は
校
正
作
業
を
開
始
し
た
後
の
四
月
一
八
日
に
な
っ
て
連
絡
が
届
い
て

い
る
︑
こ
れ
で
は
事
後
報
告
だ
が
元
立
は
小
城
藩
江
戸
屋
敷
の
判
断
の
も
と
に
校
正
作

業
を
開
始
し
た
の
だ
ろ
う
︒

三

宮
崎
元
立
の
申
請

そ
の
二

︱
︱
︱
﹃
民
間
格
致
問
答
﹄

︵
イ
︶
申
請

宮
崎
元
立
の
二
番
目
の
申
請
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

一

民
間
格
致
問
答

全
部
六
冊
之
内

一

二

三

三
冊

右
私
師
大
庭
雪
斎
翻
訳
仕
候
を
此
節
開
板
之
上

蔵
本
ニ
仕
度
此
段
奉
伺
候

以
上

戌
三
月
二
五
日

鍋
嶋
加
賀
守
家
来

宮
崎
元
立

『民
間
格
致

(６
)(７
)

問
答
﹄
は
蘭
書
を
邦
訳
し
た
も
の
で
雪
斎
の
代
表
作
で
あ
る
︒
こ
こ
で

戌
は
文
久
二
年
で
あ
る
︒
書
名
の
右
側
に
朱
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
︒

戌
五
月
二
五
日
改
濟

丑
五
月
六
日
全
部
六
冊
納
夲

尤
四

五

六

三
冊
者
子
六

月
五
日
見
改
濟

こ
れ
に
よ
る
と
三
月
二
五
日
に
申
請
し
二
ヵ
月
後
の
五
月
二
五
日
に
改
濟
に
な
っ
て

い
る
︒
そ
し
て
全
六
冊
を
改
濟
の
丑
︵
慶
応
元
年
︶
年
五
月
六
日
に
納
本
す
る
が
︑
そ

の
内
の
四
・
五
・
六
の
三
冊
は
子
の
年
︵
嘉
永
五
年
︶
に
検
閲
︵
見
改
︶
を
済
ま
せ
て

い
る
︒
な
お
元
治
元
年
に
清
書
さ
れ
た
こ
の
資
料
に
後
年
の
丑
年
︵
慶
応
元
年
︶
に
納

入
の
記
事
が
あ
る
の
で
﹁
納
夲
﹂
と
は
納
本
を
約
束
し
た
日
で
あ
る
︒

さ
て
早
稲
田
大
学
に
大
隈
重
信
旧
蔵
の
﹃
民
間
格
致
問
答
﹄
が
あ
り
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
写
真
が
公
開
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
を
写
真
３
に
掲
げ
る
が
︑
そ
れ
に
﹁
文
久
二
年

壬
戌
三
月
官
許
﹂
と
刻
さ
れ
て
い
る
︒﹃
開
版
見
改
元
帳

二
﹄
に
あ
る
よ
う
に
改
斎
が

五
月
二
五
日
な
ら
ば
三
月
官
許
は
フ
ラ
イ
ン
グ
で
あ
る
︒

し
か
し
印
刷
所
が
官
許
の
日
付
を
間
違
う
の
は
考
え
に
く
い
︒﹃
開
版
見
改
元
帳

二
﹄
を
元
治
元
年
に
清
書
す
る
時
に
三
月
二
五
日
を
五
月
二
五
日
と
誤
記
し
た
の
だ
ろ

う
︒
そ
う
な
ら
申
請
し
た
日
に
改
斎
と
な
っ
た
わ
け
で
分
か
り
易
い
︒

な
お
元
立
の
申
請
の
次
に
三
月
二
五
日
改
斎
の
手
塚
律
蔵
の
申
請
が
出
て
い
る
︒
他

の
年
の
記
事
も
改
斎
日
の
順
に
書
か
れ
て
お
り
改
斎
日
が
逆
転
し
て
五
月
二
五
日
の
元

立
︑
三
月
二
五
日
の
律
蔵
の
順
に
出
て
い
る
の
で
誤
記
の
可
能
性
が
高
い
︒

︵
ロ
︶
大
庭
雪
斎

こ
の
申
請
に
宮
崎
元
立
が
蘭
学
者
大
庭
雪
斎
を
師
と
書
い
て
い
る
︒
な
お
小
城
藩
日

(８
)

記
の
慶
応
二
年
︵
西
暦
一
八
六
六
︶
四
月
十
一
日
に
﹁
医
師
弟
子
名
前
差
し
出
し
の
事
﹂

の
記
事
が
あ
り
﹁
大
庭
雪
斎
殿
弟
子

相
良
柳
逸
﹂
に
続
い
て
﹁
右
同
人
弟
子

宮
崎

蘇
庵
﹂
が
出
て
い
る
︒
蘇
庵
は
元
立
の
改
名
後
の
名

(２
)

前
な
の
で
︑
こ
の
記
事
か
ら
も
二

宮崎元立と英学（続）
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人
の
師
弟
関
係
が
確
認
で
き
る
︒

﹃
開
版
見
改
元
帳

二
﹄
に
緒
方
洪
庵
の
代
表
作
で
あ
る
﹃
扶
氏
経
験
遺

(９
)

訓
﹄
が
出
て

い
る
が
︑
こ
の
本
は
洪
庵
が
翻
訳
し
参
校
を
雪
斎
が
担
当
し
て
安
政
四
年
に
出
版
さ
れ

た
︒
そ
の
と
き
に
佐
賀
藩
弘
道
館
の
教

(６
)

導
だ
っ
た
雪
斎
か
ら
元
立
は
こ
の
本
で
蘭
医
学

を
学
ん
だ
こ
と
だ
ろ
う
︒

︵
ハ
︶
文
久
二
年
の
宮
崎
元
立

宮
崎
元
立
は
文
久
二
年
四
月
一
六
日
に
佐
賀
藩
医
学
校
の
好
生
館
に
入
学
し

(８
)

た
︒

﹃
民
間
格
致
問
答
﹄
の
検
閲
の
申
請
か
ら
三
週
間
後
で
あ
る
︒

そ
し
て
洋
書
調
所
は
年
末
に
元
立
を
英
学
教
授
手
伝
並
出
役
と
し
て
招
聘
し

(

)
た
︒
元

10

立
は
マ
レ
ー
の
英
文
法
書
を
理
解
し
て
い
た
当
時
ト
ッ
プ
級
の
英
学
者
だ
っ
た
か
ら
︑

こ
の
招
聘
は
当
然
の
こ
と
と
思
え
る
︒
元
立
に
し
て
み
れ
ば
家
業
の
蘭
医
を
取
る
か
英

学
を
取
る
か
の
選
択
を
迫
ら
れ
た
わ
け
だ
が
当
然
の
よ
う
に
英
学
を
取
っ
た
︒

四

宮
崎
元
立
に
先
行
し
た
マ
レ
ー
の
英
文
法
書

へ
の
取
り
組
み

宮
崎
元
立
が
﹃
英
吉
利
文
範
﹄
を
上
梓
し
た
の
は
文
久
元
年
で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
前

に
マ
レ
ー
の
英
文
書
の
和
訳
が
完
成
し
て
お
り
︑
ま
た
活
字
に
よ
る
復
刻
が
開
始
さ
れ

て
い
た
こ
と
を
述
べ
る
︒

︵
イ
︶
渋
川
敬
直
ら
に
よ
る
﹃
英
文
鑑
﹄

宮
崎
元
立
よ
り
前
に
マ
レ
ー
の
英
文
法
書
が
﹃
英
文
鑑
﹄
と
題
さ
れ
て
和
訳
さ
れ
て

い
た
︒
そ
れ
は
天
保
一
一
年
︵
西
暦
一
八
四
〇
︶
の
こ

(

)
と
だ
か
ら
元
立
よ
り
も
二
〇
年

11

も
先
ん
じ
て
い
る
︒
天
文
方
の
渋
川
敬
直
︵
六
蔵
︶
が
藤
井
質
の
協
力
を
得
て
マ
レ
ー
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の
英
文
法
書
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
本
を
日
本
語
に
重
訳
し
た
が
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
版
は
英

語
版
の
第
二
編
と
第
三
編
︑
つ
ま
り
品
詞
論
と
文
章
論
を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
り
元
立

の
選
択
と
同
じ
で
あ
る
︒

渋
川
ら
は
マ
レ
ー
英
文
法
書
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
第
二

(

)
版
で
品
詞
論
を
訳
し
終
え
た
と

12

こ
ろ
で
︑
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
の
第
三

(

)
版
が
入
手
で
き
た
よ
う
で
あ
り
文
章
編
は
第
三
版
に

13

よ
っ
て
訳
し
︑
そ
し
て
訳
し
終
え
て
い
た
品
詞
論
に
第
三
版
の
改
訂
部
分
を
詳
細
に
盛

り
込
ん
で
い
る
︒
マ
レ
ー
の
英
文
書
を
英
語
版
で
復
刻
し
た
元
立
が
︑
そ
の
二
編
︵
品

詞
論
︶
と
初
編
︵
本
文
の
第
三
章
︑
文
章
論
︶
で
原
書
の
版
を
変
え
て
い
る
の
と
似
て

い
る
︒
入
手
で
き
た
最
新
版
を
用
い
る
と
い
う
意
味
で
は
共
通
で
あ
る
︒

﹃
英
文
鑑
﹄
は
わ
が
国
に
於
け
る
最
初
の
英
文
法
書
で
あ
る
︒
三
部
が
浄
書
さ
れ
て
︑

そ
の
内
の
二
部
が
幕
府
に
献
上
さ
れ

(

)
た
の
み
で
あ
り
一
般
に
流
布
し
な
か
っ
た
︒
関
係

14

者
の
努
力
で
刊
行
さ
れ
た
の
は
昭
和
三
年
で
あ

(

)
り
︑
史
的
な
復
活
で
あ
っ
た
︒

15

︵
ロ
︶
木
村
嘉
平
に
よ
る
復
刻
版

鹿
児
島
県
に
あ
る
博
物
館
の
尚
古
集
成
館
に
国
の
重
要
文
化
財
﹁
木
村
嘉
平
関
係
資

料
﹂
が
あ

(

)
る
︒
こ
れ
は
薩
摩
藩
主
・
島
津
斉
彬
か
ら
マ
レ
ー
の
英
文
法
書
の
オ
ラ
ン
ダ

16

語
訳
版
を
復
刻
す
る
命
を
安
政
元
年
︵
西
暦
一
八
五
四
︶
に
受
け
た
木
版
師
の
木
村
嘉

平
が
造
っ
た
活
字
と
そ
の
工
具
類
で
あ
る
︒
活
字
の
完
成
は
元
治
元
年
で
あ
り
︑
十
年

に
わ
た
る
大
事
業
で
あ
っ
た
︒

ち
な
み
に
原
本
の
オ
ラ
ン
ダ
語
版
の
マ
レ
ー
の
英
文
法
書
第
四

(

)
版
も
現
存
す
る
が
︑

17

木
村
が
印
刷
し
た
刊
本
は
知
ら
れ
て
い
な
い
︒

安
政
初
年
に
マ
レ
ー
の
英
文
法
書
を
必
要
と
し
た
薩
摩
藩
は
英
学
の
先
行
性
を
示
し

て
い
る
︒
そ
し
て
六
年
後
の
文
久
元
年
に
英
文
版
で
復
刻
し
た
元
立
の
英
語
力
は
そ
の

上
を
行
く
も
の
で
あ
る
︒

五

幕
末
期
の
英
語
界

宮
崎
元
立
が
マ
レ
ー
の
英
文
法
書
を
理
解
し
た
う
え
で
文
久
元
年
三
月
五
日
に
﹃
英

吉
利
文
範
﹄
の
復
刻
を
意
図
し
て
検
閲
の
申
請
を
し
た
︒
元
立
は
ど
こ
で
英
語
を
学
ん

だ
の
で
あ
ろ
う
か
︒
元
立
の
周
辺
の
幕
末
の
英
語
界
を
概
観
す
る
︒

︵
イ
︶
宮
崎
元
立
の
英
語
を
学
ぶ
機
会

元
立
が
江
戸
へ
向
け
て
郷
里
の
小
城
を
出
発
し
た
の
は
安
政
五
年
十
一
月
三
〇
日
で

あ
(８
)

る
が
︑
佐
賀
藩
が
英
学
を
開
始
し
た
の
は
文
久
元
年
な
の
で
元
立
の
英
学
開
始
は
地

元
で
は
な

(

)
い
︒
当
時
︑
江
戸
な
ら
英
学
を
学
ぶ
機
会
が
あ
っ
た
︒

18

蕃
書
調
所
は
そ
の
一
つ
で
あ
り
安
政
五
年
五
月
二
三
日
に
﹁
幕
府
令
し
て
陪
臣
の
蕃

書
調
所
に
就
学
す
る
を
許
す
﹂
と
し
た
︒
こ
れ
に
は
﹁
両
文
典
句
読
相
済
﹂
と
い
う
条

件
が
つ
い
て

(

)
い

(

)
た
︒
両
文
典
と
は
オ
ラ
ン
ダ
語
の
ガ
ラ
ン
マ
チ
カ
︵
文
法
論
︶
と
セ
イ

19

20

ン
タ
キ
ス
︵
文
章
論
︶
の
こ
と
で
あ
る
が
︑
元
立
の
師
で
あ
る
大
庭
雪
斎
は
安
政
三
年

に
オ
ラ
ン
ダ
語
の
文
法
書
を
翻
訳
し
た
﹃
訳
和
蘭
文

(

)
語
﹄
を
刊
行
し
て
い
た
の
で
弟
子

21

だ
っ
た
元
立
が
本
書
を
学
ん
で
い
た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
︒
つ
ま
り
元
立
は
入
学

の
条
件
を
満
た
し
て
い
た
︒

他
の
可
能
性
は
民
間
の
洋
学
塾
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
江
戸
に
手
塚
律
蔵
の
又
新
塾
が

あ
っ
た
が
︑
蘭
学
と
英
学
を
こ
な
し
た
手
塚
の
も
と
か
ら
西
周
︑
津
田
仙
な
ど
の
語
学

の
逸
材
が
巣
立
っ
た
︒

元
立
は
綾
部
新
五
郎
と
安
政
五
年
一
〇
月
一
五
日
付
で
同
時
に
江
戸
遊
学
を
認
め
ら

れ
(８
)

た
が
︑
二
人
が
小
城
を
出
発
し
た
日
が
違
う
の
で
江
戸
の
目
的
地
は
違
っ
た
と
考
え

ら
れ
る
︒
そ
し
て
新
五
郎
は
万
延
元
年
の
遣
米
使
節
団
に
加
わ
っ
た
が
途
中
で
脱
走
を

宮崎元立と英学（続）
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繰
り
返
し
て
帰
国
し
た
直
後
に
品
川
で
禁
足
を
命
ぜ
ら
れ
た
と
い
う
逸
話
の
持
ち
主
で

あ
(

)
る
︒
も
っ
と
も
国
許
に
戻
っ
た
万
延
元
年
一
二
月
二
八
日
に
藩
主
か
ら
褒
美
を
受
け

22

(８
)

た
の
で
脱
走
は
個
人
プ
レ
ー
で
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
し
︑
備
え
が
あ
っ
て
の
海
外

志
向
ゆ
え
英
語
を
学
ん
で
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒
新
五
郎
は
民
間
の
洋
学
塾
で
元

立
は
蕃
書
調
所
で
英
語
を
学
ん
だ
と
い
う
分
担
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
︒

な
お
新
五
郎
は
慶
応
二
年
二
月
一
三
日
に
長
崎
へ
英
語
の
稽
古
に
出
か
け

(８
)

た
が
︑
明

治
に
な
っ
て
か
ら
同
郷
の
大
隈
重
信
に
無

(

)
心
を
し
て
お
り
英
語
の
勉
強
の
成
果
が
活
か

23

せ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
︒

︵
ロ
︶
蕃
書
調
所
の
英
語
教
育

蕃
書
調
所
の
開
設
時
点
で
は
洋
学
と
は
蘭
学
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
幕
府
は
万
延
元
年

︵
西
暦
一
八
六
〇
︶
八
月
に
﹁
従
来
の
蘭
語
正
科
た
り
し
を
止
め
て
英
語
を
正
科
と
な

(

)
す
﹂
と
方
針
を
改
め
た
︒

24

英
語
の
教
科
書
と
し
て
は
オ
ラ
ン
ダ
で
刊
行
さ
れ
た
教

(

)
本
を
も
と
に
し
︑
こ
の
本
か

25

ら
オ
ラ
ン
ダ
語
で
書
か
れ
た
記
事
を
取
り
去
っ
て
蕃
書
調
所
が
復
刻
し
た

F
am
iliar

¡

M
eth(

)
od

を
先
ず
用
い
た
︒
こ
の
本
は
英
語
の
初
学
者
が
覚
え
る
べ
き
基
礎
的
な
英

26�

単
語
や
簡
易
な
英
文
を
通
し
て
実
践
的
に
英
語
が
身
に
つ
く
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
︒

本
文
が
一
一
〇
ペ
ー
ジ
︵
静
嘉
堂
蔵
版
に
よ
る
︶
の
小
冊
子
で
あ
る
︒

英
文
法
は
万
延
元
年
に
咸
臨
丸
で
ア
メ
リ
カ
を
再
訪
し
た
中
浜
万
次
郎
が
持
ち
帰
っ

た

T
h
e
E
lem
en
tary
C
atech
ism
.
E
N
G
L
IS
H
G
R
A
M
M
A
R

を
蕃
書
調
所
が

¡
�

﹃
英
吉
利
文
典
﹄
の
書
名
で
復
刻
し
て
教
科
書
と
し
た
︒
つ
ま
り
万
延
元
年
の
英
学
徒

は
英
語
で
書
か
れ
た
二
つ
の
教
科
書
で
英
語
を
学
ん
だ
︒
な
お
﹃
英
吉
利
文
典
﹄
は
掌

に
載
る
小
冊
子
な
の
で
﹃
木
の
葉
辞
典
﹄
と
称
さ
れ
て
多
く
の
英
学
徒
に
愛
用
さ
れ
た
︒

本
文
は
六
三
ペ
ー
ジ
程
度
︵
版
に
よ
っ
て
差
が
あ
る
︶
で
あ
る
︒

﹃
英
吉
利
文
典
﹄
は
問
答
形
式
で
英
文
法
を
学
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
六
番

目
の
や
り
取
り
は
次
の
よ
う
で
あ
る
︒

Q
.w
h
at
are
th
e
d
iv
ision
s
of
g
ram
m
ar?

A
.
g
ram
m
ar
is
u
su
ally
d
iv
id
ed
in
to
fou
r
p
arts:
orth
og
rap
h
y
,
ety
m
olog
y
,

sy
n
tax
,an
d
p
rosod
y
,

こ
の
四
つ
の
分
類
︵
orth
og
rap
h
y
,ety
m
olog
y
,sy
n
tax
,p
rosod
y
︶
は
上
述
し
た

マ
レ
ー
の
英
文
法
書
と
同
じ
で
あ
る
︒
こ
れ
ら
四
つ
を
順
に
質
疑
応
答
形
式
で
説
き
明

か
し
て
い
く
︒

ち
な
み
に
マ
レ
ー
の
英
文
法
書
は
書
名
に
th
e
m
ore
ad
v
an
ced
stu
d
en
ts
の
た
め

の
本
だ
と
書
い
て
お
り
︑﹃
木
の
葉
辞
典
﹄
で
一
通
り
英
文
法
を
学
ん
だ
日
本
の
英
学
徒

の
た
め
に
マ
レ
ー
の
英
文
法
書
を
復
刻
し
て
﹃
英
吉
利
文
範
﹄
と
し
た
の
は
元
立
の
良

い
判
断
だ
っ
た
︒

︵
ハ
︶
幕
末
の
洋
書
の
市
場
の
一
端

写
真
１
と
写
真
２
か
ら
﹃
英
吉
利
文
範
﹄
を
老
皂
館
が
出
版
し
た
の
が
分
か
る
︒
そ

し
て
両
編
の
奥
付
に
あ
た
る
ペ
ー
ジ
に
広
告
が
写
真
４
の
よ
う
に
出
て
い
る
︒
写
真
で

見
る
限
り
こ
の
二
冊
の
広
告
の
内
容
は
同
じ
で
あ
る
︒

こ
の
広
告
は
元
治
甲
子
年
︵
西
暦
一
八
六
四
︶
付
で
あ
り
﹁
右
之
外

舶
来
新
奇
之

書
籍
其
外
醫
学
所
諸
先
生
翻
訳
醫
書
并

開
成

(

)
所

官
版
御
書
籍
類
月
々
刊
行

希
四

27

方
諸
君
子
多
被
閲
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
老
皂
館
が
印
刷
し
た
も
の
の
ほ
か
に
官

が
印
刷
し
た
書
籍
も
取
扱
っ
て
い
る
︒

こ
の
な
か
で
﹃
開
版
見
改
元
帳

二
﹄
に
出
て
い
る
の
は
︑﹃
地
球
説
畧
﹄︑﹃
聯
邦
志
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畧
﹄︑﹃
西
医
畧
論
﹄︑﹃
内
科
新
説
﹄︑﹃
婦
嬰
新
説
﹄
で
あ
る
︒
そ
し
て
下
段
最
左
端
の

﹃
英
文
範

上
下

二
冊
﹄
は
﹃
英
吉
利
文
範
﹄
で
間
違
い
あ
る
ま
い
︒
こ
れ
以
外
は
官

版
で
あ
ろ
う
︒

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
﹁
鍋
島
家
文
庫
目
録
﹂
に
出
て
い
る
老
皂
館

発
行
の
書
籍
も
元
立
と
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
︒

ま
た
﹃
英
文
範

上
下

二
冊
﹄
の
右
に
﹃
英
和
辭
書

大
夲

一
冊
﹄
と
あ
る
の
は
他

に
類
書
が
な
い
か
ら
﹃
英
和
對
訳
袖
珍
辭
書
﹄
で
あ
る
︒
飛
ぶ
よ
う
に
売
れ
た
と
言
わ

れ
て
き
た
本
辞
書
だ
が
出
版
か
ら
一
年
以
上
経
っ
た
元
治
元
年
に
老
皂
館
が
在
庫
を

持
っ
て
い
た
と
受
け
取
れ
る
︑
新
鮮
な
驚
き
で
あ
る
︒

そ
し
て
英
文
の
ま
ま
復
刻
さ
れ
た
﹃
英
吉
利
文
範
﹄
を
民
間
の
出
版
社
で
あ
る
老
皂

館
が
販
売
し
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
こ
の
本
を
受
け
入
れ
る
市
場
が
形
成
さ
れ
て
い
た
︑

つ
ま
り
文
久
元
年
に
英
語
で
印
刷
さ
れ
た
﹃
英
吉
利
文
範
﹄
を
待
ち
受
け
て
い
る
英
学

徒
が
少
な
か
ら
ず
居
た
わ
け
だ
︒
英
語
で
英
語
を
学
ん
で
い
た
万
延
元
年
の
英
学
徒
の

姿
が
浮
か
ん
で
く
る
︒

木
村
の
活
字
が
完
成
し
た
の
は
元
治
元
年
で
あ
る
︑﹃
英
吉
利
文
範
﹄
が
市
場
に
出
て

い
た
か
ら
オ
ラ
ン
ダ
語
版
の
マ
レ
ー
の
英
文
法
書
は
も
は
や
不
要
と
判
断
さ
れ
て
刊
行

さ
れ
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒

六

﹃
英
和
對
訳
袖
珍
辭
書
﹄
の
邦
訳
語
と
宮
崎
元
立

宮
崎
元
立
が
著
名
な
蘭
学
者
で
あ
る
大
庭
雪
斎
の
も
と
で
蘭
学
と
蘭
医
学
を
学
ん
で

お
り
︑
そ
し
て
マ
レ
ー
の
英
文
法
書
を
英
語
で
読
み
こ
な
せ
る
力
を
持
っ
て
い
た
こ
と

が
分
か
っ
た
︒
こ
れ
ら
の
勉
学
の
成
果
が
元
立
が
校
正
に
参
加
し
た
﹃
英
和
對
訳
袖
珍

辭
書
﹄
初
版
︵
文
久
二
年
刊
︶
の
医
学
関
係
の
邦
訳
語
に
出
て
い
る
か
ど
う
か
を
簡
単

に
検
証
す
る
︒

杉
田
玄
白
は
蘭
語
を
日
本
語
に
訳
す
方
法
と
し
て
従
来
か
ら
知
ら
れ
て
い
た
語
を
充

て
る
翻
訳
︑
新
た
に
語
を
作
る
義
訳
︑
そ
し
て
オ
ラ
ン
ダ
語
の
発
音
を
訳
語
と
す
る
直

訳
の
三
つ
に
分
け
た
が
︑
こ
こ
で
は
医
学
関
係
の
邦
訳
語
の
直
訳
を
取
り
出
し
︑
そ
れ

が
オ
ラ
ン
ダ
語
に
よ
る
も
の
か
英
語
に
よ
る
も
の
か
を
考
察
す
る
︒

対
象
と
な
る
の
は
以
下
の
六
語
で
総
て
で
あ
る
︒
英
語
の
見
出
し
語
と
直
訳
に
な
っ

て
い
る
邦
訳
を
示
め
し
て
検
証
す
る
が
︑
邦
訳
の
中
の
小
さ
な
フ
ォ
ン
ト
部
は
邦
訳
に

付
け
ら
れ
て
い
る
注
釈
で
あ
り
︑
英
語
の
見
出
し
語
に
付
い
て
い
る
s.は
名
詞
︵
S
u
b
-

stan
tiv
e︶
の
略
号
︑
ad
j.は
形
容
詞
︵
A
d
jectiv
e︶
の
略
号
で
あ
る
︒

︵
ａ
︶
C
a
ta
rrh
,
s
.

聖
京
倔

シ

キ

ン

グ

傷
冷
毒
ノ
類

﹃
英
和
對
訳
袖
珍
辭
書
﹄
の
底
本
で
あ
る
P
icard
辞

(２
)

書
は
C
atarrh
に
対
し
て
オ
ラ

宮崎元立と英学（続）
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ン
ダ
語
訳
zin
k
in
g
を
与
え
て
い
る
︒
そ
れ
に
対
応
し
て
﹃
扶
氏
経
験
遺
訓
﹄
に

聖
京
倔

シ
ン
キ
ン
グ

が
出
て
お
り
︑
幕
末
に
刊
行
さ
れ
た
蘭
和
辞
書
で
あ
る
﹃
和
蘭
字

(

)
彙
﹄
に
シ
ン

28

キ
ン
グ
病
が
出
て
い
る
︒

邦
訳
語
の
ル
ビ
の
シ
キ
ン
グ
は
シ
ン
キ
ン
グ
の
間
違
い
で
と
も
か
く
オ
ラ
ン
ダ
語
の

直
訳
で
あ
る
︒

︵
ｂ
︶
G
o
u
ty
,
a
d
j.

｢
ゴ
ー
ト
﹂
ヲ
煩
テ
居
ル

P
icard
辞
書
は
G
ou
ty
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
を
jich
tig
と
し
て
い
る
︒
形
容
詞
G
ou
ty

は
名
詞
G
ou
tの
派
生
語
で
あ
り
ゴ
ー
ト
は
英
語
の
直
訳
で
あ
る
︒

な
お
オ
ラ
ン
ダ
語
で
は
名
詞
と
形
容
詞
で
綴
り
が
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い

が
︑
こ
の
場
合
も
そ
う
で
あ
り
名
詞
の
jich
tig
を
﹃
扶
氏
経
験
遺
訓
﹄
は
伊
倔
篤

イ

グ

ト

と
訳

し
︑﹃
和
蘭
字
彙
﹄
は
イ
グ
ト
と
訳
し
て
い
る
︒
ち
な
み
に
オ
ラ
ン
ダ
語
の
ch
は
g
と

同
音
で
あ
る
︒
し
か
し
ガ
行
の
音
で
な
い
が
ガ
ム
や
ゴ
ム
と
い
う
オ
ラ
ン
ダ
か
ら
の
外

来
語
も
江
戸
時
代
か
ら
ガ
行
の
音
に
し
て
い
る
︒

︵
Ｃ
︶
H
y
s
te
ric
,
-
te
ric
a
l,
a
d
j.

｢
ヒ
ス
ト
リ
ス
﹂
ノ

病
ノ
名

P
icard
辞
書
は
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
を
h
y
sterisch
と
し
て
い
る
︒﹃
和
蘭
字
彙
﹄
に
こ

の
語
は
出
て
い
な
い
︒﹃
扶
氏
経
験
遺
訓
﹄
に
歇
以
ヘ

イ

私
的
里

ス

テ

リ

が
出
て
い
る
︒
ヒ
ス
ト
リ

ス
は
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
h
y
sterisch
の
直
訳
で
あ
る
︒

︵
ｄ
︶
R
h
e
u
m
a
tic
,
a
d
j.

｢
ル
ー
メ
チ
ッ
ク
﹂
ノ

病
名
通
風
ノ
類

P
icard
辞
書
は
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
を
jich
tig
と
rh
u
m
atiek
と
し
て
い
る
が
︑
jich
tig

は
︵
ｂ
︶
で
述
べ
た
︒﹃
和
蘭
字
彙
﹄
に
rh
u
m
atiek
は
出
て
い
な
い
︑﹃
扶
氏
経
験
遺

訓
﹄
で
は
僂レ

ウ

麻
質

マ

チ

で
あ
る
︒
よ
っ
て
ル
ー
メ
チ
ッ
ク
は
英
語
の
直
訳
で
あ
る
︒

︵
ｅ
︶
R
ic
k
e
ty
,
a
d
j.

｢
リ
ケ
ッ
ツ
﹂
病
ヲ
患
テ
居
ル

R
ick
ety
は
名
詞
R
ick
ets
の
派
生
語
で
あ
る
が
P
icard
辞
書
は
R
ick
ets
の
オ
ラ
ン

ダ
語
訳
を
E
n
g
elsch
e
ziek
te
と
し
て
い
る
︒
こ
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
は
﹃
和
蘭
字
彙
﹄

に
は
出
て
い
な
い
︒﹃
扶
氏
経
験
遺
訓
﹄
は
英
吉
利
病
と
訳
し
た
上
で
オ
ラ
ン
ダ
語
で

は
E
n
g
elsch
e
ziek
te
の
直
訳
の
エ
ン
ゲ
ル
セ
シ
ー
キ
テ
ン
で
あ
る
と
解
説
し
て
い

る
︒
と
も
か
く
リ
ケ
ッ
ツ
は
英
語
R
ick
ets
の
直
訳
で
あ
る
︒

︵
ｆ
︶
R
u
p
tu
re
-
w
o
rt,
s
.

｢
ル
ュ
プ
テ
ユ
ル
﹂
病
ニ
功
ア
ル
薬
草

P
icard
辞
書
は
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
を
b
reu
k
w
ortelと
し
て
い
る
︒
ル
ュ
プ
テ
ユ
ル
は

英
語
R
u
p
tu
re
の
直
訳
で
あ
る
︒
な
お
b
reu
k
w
ortelは
﹃
和
蘭
字
彙
﹄
に
も
﹃
扶
氏

経
験
遺
訓
﹄
に
も
見
当
た
ら
な
い
︒

以
上
の
こ
と
か
ら
六
語
の
中
の
二
語
︵
C
atarrh
に
対
す
る
聖
京
倔
と
︑
H
y
steric,-

tericalに
対
す
る
ヒ
ス
ト
リ
ス
︶
が
オ
ラ
ン
ダ
語
の
直
訳
で
残
り
の
四
語
が
英
語
の
直

訳
で
あ
る
︑
両
方
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
何
よ
り
も
雄
弁
に
蘭
学
か
ら
英
学
へ
の
移

行
期
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
︒
元
立
を
含
め
て
﹃
英
和
對
訳
袖
珍
辭
書
﹄
の
編

纂
に
加
わ
っ
た
人
々
が
我
国
で
英
学
を
立
ち
上
げ
た
ト
ッ
プ
・
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
る
が
︑

そ
の
心
意
気
が
英
語
か
ら
の
邦
訳
に
読
み
取
れ

(

)
る
︒

29

紙
面
の
関
係
で
詳
細
は
省
く
が
︑
上
記
以
外
の
医
学
や
物
理
学
関
係
の
﹃
英
和
對
訳

袖
珍
辭
書
﹄
の
邦
訳
語
は
﹃
扶
氏
経
験
遺
訓
﹄︑﹃
民
間
格
致
問
答
﹄
の
邦
訳
語
に
惑
わ

さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
え
る
︒

三 好 彰

48



七

ま
と
め

文
久
元
年
に
宮
崎
元
立
が
マ
レ
ー
の
英
文
法
書
を
英
語
の
ま
ま
復
刻
し
た
﹃
英
吉
利

文
範
﹄
を
市
販
し
て
お
り
︑
そ
の
英
語
力
が
﹃
英
和
對
訳
袖
珍
辭
書
﹄
に
活
か
さ
れ
て

い
る
と
思
え
る
︒
そ
し
て
洋
書
調
所
か
ら
英
学
教
授
手
伝
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
の
も
頷

け
る
︒

ま
た
元
立
の
﹃
英
吉
利
文
範
﹄
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
市
場
が
出
来
て
い
た
文
久
元

年
前
後
の
英
学
界
は
想
像
以
上
に
高
い
レ
ベ
ル
に
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
︒
そ
の
先
導

者
が
宮
崎
元
立
で
あ
っ
た
︒

末
筆
な
が
ら
貴
重
な
写
真
を
使
わ
せ
て
い
た
だ
い
た
早
稲
田
大
学
図
書
館
特
別
資
料

室
に
感
謝
の
意
を
表
す
る
︒

﹇
註
﹈

︵
１
︶
堀
達
之
助
編
﹃
英
和
對
訳
袖
珍
辭
書
﹄
初
版
︑
文
久
二
年
︵
西
暦
一
八
六
二
︶
刊

︵
２
︶
三
好
彰
﹁
宮
崎
元
立
と
英
学
﹂
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
紀
要
第
五
号
︑
二

〇
一
一
年

︵
３
︶﹃
日
本
科
学
技
術
史
大
系
一
﹄︵
日
本
科
学
史
会
編
︑
一
九
六
四
年
︶
の
資
料
２
-４
﹃
開
版
見
改

元
帳
﹄
と
し
て
﹃
開
版
見
改
元
帳

二
﹄
が
復
刻
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
こ
の
文
︵
右
者
二
編

⁝
趣
ニ
候
︶
な
ど
の
一
部
が
端
折
ら
れ
て
い
る
︒

︵
４
︶
E
n
g
lish
g
ram
m
ar
ad
ap
ted
to
th
e
d
ifferen
t
classes
of
learn
ers,w
ith
an
ap
p
en
d
ix

con
tain
in
g
R
u
les
an
d
O
b
serv
ation
s,for
assistin
g
th
e
m
ore
ad
v
an
ced
stu
d
en
t
to

w
rite
w
ith
p
ersp
icu
ity
an
d
accu
racy
,b
y
L
in
d
ley
M
u
rray
;P
rin
ted
for
B
en
jam
in

Joh
n
son
,
n
o.
299,
&
Joh
n
son
&
W
arn
er,
N
o.
147,
M
ark
et
S
treet,
N
ew
Y
ork
,
J.

B
ou
v
ier,P
rin
ter
1809.

︵
５
︶
E
n
g
lish
g
ram
m
ar,ad
ap
ted
to
th
e
d
ifferen
t
classes
of
learn
ers
:w
ith
an
ap
p
en
d
ix
,

con
tain
in
g
ru
les
an
d
ob
serv
ation
s
for
assistin
g
th
e
m
ore
ad
v
an
ced
stu
d
en
ts
to

w
rite
w
ith
p
ersp
icu
ity
an
d
accu
racy
,b
y
L
in
d
ley
M
u
rray
;Y
ork
:W
ilson
an
d
S
on
s;

L
on
d
on
:P
rin
ted
b
y
T
.W
ilson
for
L
on
g
m
an
,R
ees,O
rm
e,B
row
n
,an
d
G
reen
:for

H
arv
ey
an
d
D
arton
,1829.

︵
６
︶
ヨ
ハ
ン
ネ
ス
・
ボ
イ
ス
著
︑
大
庭
雪
斎
訳
︑
大
庭
景
利
︑
安
田
雄
平
︹
現
代
語
訳
︑﹃
民
間
格
致

問
答
：
幕
末
の
自
然
科
学
入
門
書

現
代
語
訳
﹄︑
葦
書
房
︑
一
九
九
二
︺

︵
７
︶
幸
田
正
孝
﹁﹃
民
間
格
致
問
答
﹄
の
著
者
ボ
イ
ス
と
訳
者
大
庭
雪
斎
﹂︑
津
山
工
業
高
等
専
門
学

校
紀
要
︑
一
九
八
三
～
一
九
八
九

︵
８
︶
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
公
開
さ
れ
て
い
る
﹃
小
城
鍋
島
文
庫
日
記
目
録
﹄
と
︑
同
日
記
の
本
文
か

ら
洋
学
関
係
の
記
事
を
抜
粋
し
た
資
料
﹁﹃
小
城
藩
日
記
﹄
に
み
る
近
世
佐
賀
医
学
・
洋
学
史
料

∧
前
編
∨
お
よ
び
∧
後
編
∨
﹂︵
佐
賀
大
学
地
域
学
歴
史
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
編
︶
を
多
用
し

た
︒
日
付
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
配
慮
し
︑
煩
雑
さ
を
避
け
て
本
稿
で
は
小
城
藩
日
記
と
略
称

し
た
︒

︵
９
︶
扶
歇
蘭
度
著；

華
傑
満
訳；

緒
方
洪
庵
︑
緒
方
研
堂
訳；

大
庭
雪
斎

参
校
﹃
扶
氏
経
験
遺
訓
﹄︑

秋
田
屋
太
右
衛
門
︑
心
斎
橋
通
安
堂
寺
町
︵
大
坂
︶︑
安
政
四
年

︵

︶
先
(２
)

報
で
宮
崎
元
立
と
同
時
に
洋
書
調
所
か
ら
英
学
教
授
手
伝
と
し
て
招
聘
さ
れ
た
田
中
晋
が
要

10

請
に
応
え
て
着
任
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
(

)
た
︒
も
う
一
人
の
碓
井
鐘
三
は
依
然
不
明
で
あ

30

る
が
田
中
と
碓
井
は
と
も
に
水
野
大
炊
頭
の
家
来
︑
つ
ま
り
紀
州
藩
の
支
藩
の
新
宮
藩
士
で
あ

る
︑
宮
崎
元
立
は
佐
賀
藩
の
支
藩
の
小
城
藩
士
な
の
で
三
人
と
も
支
藩
の
武
士
な
の
が
興
味
深

い
︒

︵

︶
杉
本
つ
と
む
︵
１
９
９
３
︶︑﹃
英
文
鑑
：
資
料
と
研
究
﹄︑
ひ
つ
じ
書
房
︑
一
九
九
三

11
︵

︶
マ
レ
ー
英
文
法
書
の
オ
ラ
ン
ダ
語
訳
第
二
版
︵
一
八
二
二
年
刊
︶
を
保
有
す
る
図
書
館
が
見
つ

12

か
ら
な
い
︒

︵

︶
E
n
g
elsch
e
sp
raak
k
u
n
st
:b
ew
erk
t
v
olg
en
s
d
e
leerw
ijze
v
an
A
g
ron
:ten
d
ien
ste

13

d
er
sch
olen
,en
d
er
g
een
en
,d
ie
d
e
E
n
g
elsch
e
taalop
een
sp
oed
ig
e
w
ijze
g
ron
d
ig

w
illen
leeren
/
d
oor
L
in
d
ley
M
u
rray
,1829

オ
ラ
ン
ダ
王
立
図
書
館
蔵

︵

︶
徳
富
猪
一
郎
﹃
典
籍
清
話
﹄︑
民
友
社
︑
一
九
三
二

14
︵

︶
渋
川
民
子
︵
１
９
２
８
︶；

渋
川
敬
直
訳
﹃
英
文
鑑
﹄︑
一
九
二
八

15
︵

︶
西
野
嘉
章
編
﹃
歴
史
の
文
字
：
記
載
・
活
字
・
活
版
﹄︑
東
京
大
学
総
合
研
究
博
物
館
︑
一
九
九

16

六

︵

︶
E
n
g
elsch
e
sp
raak
k
u
n
st
:b
ew
erk
t
v
olg
en
s
d
e
leerw
ijze
v
an
A
g
ron
,ten
d
ien
ste
d
er

17

宮崎元立と英学（続）

三 好 彰

49



sch
olen
,
en
d
erg
en
en
,
d
ie
d
e
E
n
g
elsch
e
taal,
op
een
e
sp
oed
ig
e
w
ijze,
g
ron
d
ig

w
illen
leeren
,L
in
d
ley
M
u
rray
,A
m
sterd
am
:G
.J.A
.B
ey
erin
ck
,1846.

︵

︶
グ
リ
フ
ィ
ス
著
︑
松
浦
玲
監
修
・
村
瀬
寿
代
訳
編
﹃
新
訳
考
証

日
本
の
フ
ル
ベ
ッ
キ
﹄︑
洋
学

18

堂
書
店
︑
二
〇
〇
三

︵

︶﹃
東
京
市
史
稿

市
街
篇
﹄
に
﹁
蕃
所
稽
古
之
儀
︑
此
節
万
石
以
上
以
下
陪
臣
之
儀
は
︑
稽
古
差

19

許
相
成
候
間
︑
両
文
典
句
読
相
済
︑
格
別
執
心
之
者
は
︑
蕃
所
調
所
へ
罷
出
稽
古
可
致
旨
︑
仰

渡
す
﹂
と
あ
る
︒

︵

︶
茂
住
實
男
︑﹁
開
成
所
と
英
学
教
師
︵
２
︶﹂
拓
殖
大
学
論
集
︑
一
九
八
五
年

20
︵

︶
大
庭
雪
斎
翻
訳
︑
秋
田
屋
太
右
衛
門
﹃
訳
和
蘭
文
語
﹄︑
須
原
屋
茂
兵
衛
ほ
か
共
同
刊
行
︑
一
八

21

五
五
～
一
八
五
七

︵

︶﹁
綾
部
新
五
郎
略
伝
﹂︑﹃
肥
前
史
談
﹄︵
肥
前
史
談
編
︶
第
四
巻
︑
一
九
三
〇
年

22
︵

︶
綾
部
新
五
郎
書
翰
︑
大
隈
重
信
宛
︑
明
治
三
年
七
月
一
一
日
付
︑﹃
大
隈
重
信
関
係
文
書

一

あ

23

-い
の
﹄︑
み
す
ず
書
房
︑
二
〇
〇
四

︵

︶
大
槻
如
電

原
著
︑
佐
藤
栄
七

増
訂
﹃
日
本
洋
学
編
年
史
﹄︑
錦
正
社
︑
一
九
六
五

24
︵

︶
G
em
een
zam
e
leerw
ijs,v
oor
d
eg
en
en
,d
ie
d
e
E
n
g
elsch
e
taal
b
eg
in
n
en
te
leeren
:

25

h
et
E
n
g
elsch
n
aar
d
en
b
eroem
d
en
W
alk
er,en
h
et
N
ed
erd
u
itsch
n
aar
d
e
h
eeren

W
eilan
d
en
S
ieg
en
b
eek
:n
eg
en
d
e
en
v
eel
v
erb
eterd
e
u
itg
av
e
d
oor
H
.L
.S
ch
u
ld
,

1854,R
oelof
v
an
d
er
P
ijl

︵

︶
F
am
iliar
M
eth
od
for
th
ose
w
h
o
b
eg
in
to
learn
th
e
E
n
g
lish
lan
g
u
ag
e.P
reface
b
y

26

H
ori
T
atsn
osk
ay
,蕃
書
調
所
刊
︑
一
八
六
〇

︵

︶
安
政
三
年
に
発
足
し
た
蕃
書
調
所
は
文
久
二
年
︵
西
暦
一
八
六
二
︶
五
月
に
洋
書
調
所
と
改
称

27

し
た
︒
そ
し
て
翌
年
九
月
に
さ
ら
に
開
成
所
と
改
称
し
た
︒

︵

︶
桂
川
甫
周
編
﹃
和
蘭
字
彙
﹄

安
政
二
～
五
年
︵
西
暦
一
八
五
五
～
一
八
五
八
︶

28
︵

︶
三
好
彰
﹁﹃
英
和
対
訳
袖
珍
辞
書
﹄
に
お
け
る
英
語
翻
訳
の
考
察
﹂︑﹃
英
学
史
研
究
﹄
第
四
二
号
︑

29

二
〇
〇
九

︵

︶
倉
橋
剛
著
﹃
幕
末
教
育
史
の
研
究

一
﹄︑
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
八
三

30

︵
洋
学
史
研
究
会
会
員
︶
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