
同
朋
大
学
オ
ー
プ
ン
キ
ャ
ン
パ
ス
模
擬
授
業
（
文
学
部
人
文
学
科
日
本
文
学
専
攻
）

二
〇
二
〇
・
七
・
一
一

意
外
と
知
ら
な
い
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』

わ
が
は
い

【
ク
イ
ズ
①
】

有
名
な
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
で
す
が
、
漱
石
自
身
は
、
当
初
、
こ
の
小
説
の
題
名
と
し
て
も
う
一
つ
別
の
案
も
考
え

て
い
ま
し
た
。
さ
て
、
そ
れ
は
ど
ん
な
題
名
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

○
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
が
生
ま
れ
る
ま
で
の
漱
石

▲

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
上
編
（
明
治
三
八
年
）

・
慶
応

三(

一
八
六
七)

年
…
江
戸(

現
在
の
東
京
都)

に
、
五
男
三
女
の
末
子
と

し
て
生
ま
れ
、
金
之
助
と
名
付
け
ら
れ
る
。
夏
目
家
は
代
々
名
主
を
務
め
て

い
た
。

・
明
治
一
七(

一
八
八
四)

年
…
東
京
大
学
予
備
門
に
入
学
。

・
明
治
一
九(

一
八
八
六)

年
…
東
京
大
学
予
備
門
が
第
一
高
等
中
学
校
に
改
称
。

進
級
試
験
の
際
に
腹
膜
炎
に
な
り
、
落
第
。
こ
の
落
第
が
転
機
と
な
り
、
そ

の
後
卒
業
ま
で
主
席
を
維
持
し
た
。

・
明
治
二
二(

一
八
八
九)

年
…
同
級
の
正
岡
子
規
と
親
し
く
な
る
。
子
規
の
影
響
で
漢
詩
を
作
り
、
初
め
て
「
漱
石
」
の
号
を

用
い
た
。

・
明
治
二
三(

一
八
九
〇)

年
…
帝
国
大
学
文
科
大
学
英
文
学
科
に
入
学
。

・
明
治
二
五(

一
八
九
二)

年
…
夏
、
帰
省
中
の
子
規
を
松
山
に
訪
ね
、
高
浜
虚
子
と
会
う
。

・
明
治
二
六(

一
八
九
三)

年
…
帝
国
大
学
文
科
大
学
英
文
学
科
を
卒
業
。
高
等
師
範
学
校
に
英
語
教
師
と
し
て
着
任
。

・
明
治
二
八(

一
八
九
五)

年
…
愛
媛
県
尋
常
中
学
校(

松
山
中
学)

に
英
語
教
師
と
し
て
赴
任
。
子
規
と
と
も
に
本
格
的
に
俳
句

を
始
め
る
。

・
明
治
二
九(

一
八
九
六)

年
…
熊
本
の
第
五
高
等
学
校
に
赴
任
。
前
年
に
見
合
い
し
た
中
根
鏡
子
と
結
婚
。

・
明
治
三
三(

一
九
〇
〇)

年
…
五
月
、
文
部
省
か
ら
英
国
留
学
の
辞
令
が
下
っ
た
。
九
月
、
英
国
へ
出
発
。
一
〇
月
、
ロ
ン
ド

ン
着
。

・
明
治
三
四(

一
九
〇
一)

年
…
英
文
学
の
研
究
に
励
む
が
、
本
代
に
も
足
り
な
い
留
学
費
、
異
国
で
の
孤
独
、
文
化
的
違
和
感

な
ど
か
ら
、
次
第
に
神
経
衰
弱
に
な
る
。

・
明
治
三
五(

一
九
〇
二)

年
…
根
を
詰
め
た
勉
強
に
よ
り
、
強
度
の
神
経
衰
弱
に
悩
ま
さ
れ
、
漱
石
発
狂
の
噂
が
日
本
に
伝
わ

る
。
一
〇
月
、
文
部
省
か
ら
帰
国
を
促
す
電
報
が
届
く
。
一
二
月
、
帰
国
の
途
に
つ
い
た
が
、
そ
の
直
前
に
子
規
の
訃
報

を
き
く
。

・
明
治
三
六(

一
九
〇
三)

年
…
一
月
、
帰
国
。
妻
子
と
東
京
に
住
む
。
第
一
高
等
学
校
講
師
と
東
京
帝
国
大
学
文
科
大
学
講
師

に
就
任
。
六
月
頃
か
ら
神
経
衰
弱
が
強
ま
る
と
と
も
に
、
妻
と
も
不
和
と
な
り
、
妻
子
を
実
家
に
帰
し
て
別
居
。

・
明
治
三
七(

一
九
〇
四)

年
…
一
二
月
、
俳
句
雑
誌
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
同
人
た
ち
の
文
章
会
（
山
会
）
で
、「
吾
輩
は
猫
で
あ

や
ま
か
い

る
」(

後
の
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
「
一
」)

を
朗
読
。
好
評
を
得
て
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
新
年
号
へ
の
掲
載
が
決
ま
る
。

・
明
治
三
八(

一
九
〇
五)

年
…
一
月
、「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
を
「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
発
表
。
好
評
の
た
め
、
続
編
を
次
々
と

「
ホ
ト
ト
ギ
ス
」
に
掲
載(

二
月
～
翌
年
八
月)

。
一
〇
月
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
上
篇
を
刊
行
。

・
明
治
三
九(

一
九
〇
六)

年
…
一
一
月
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
中
篇
を
刊
行
。

・
明
治
四
〇(

一
九
〇
七)

年
…
五
月
、『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
下
篇
を
刊
行
。

○
高
浜
虚
子
の
回
想
記
「
漱
石
氏
と
私
」（
大
正
六
年
）

私
は
あ
る
時
文
章
も
作
っ
て
み
て
は
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
勧
め
て
み
た
。
遂
に
来
る
十
二
月
の
何
日
に
根
岸
の
子
規

旧
廬
で
山
会
を
や
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
ま
で
に
何
か
書
い
て
み
て
は
ど
う
か
、
そ
の
行
き
が
け
に
あ

き
ゆ
う

ろ

や
ま
か
い

な
た
の
宅
へ
立
寄
る
か
ら
と
い
う
こ
と
を
約
束
し
た
。
当
日
、
出
来
て
居
る
か
ど
う
か
を
あ
や
ぶ
み
な
が
ら
私
は
出
掛
け
て

見
た
。
漱
石
氏
は
愉
快
そ
う
な
顔
を
し
て
私
を
迎
え
て
、
一
つ
出
来
た
か
ら
す
ぐ
こ
こ
で
読
ん
で
見
て
く
れ
と
の
こ
と
で
あ

っ
た
。（
中
略
）
氏
の
要
求
す
る
ま
ま
に
私
は
そ
れ
を
朗
読
し
た
。（
中
略
）
と
に
か
く
面
白
か
っ
た
の
で
大
い
に
推
賞
し
た
。

（
中
略
）
漱
石
氏
は
私
が
行
っ
た
時
に
は
原
稿
紙
の
書
き
出
し
を
三
、
四
行
明
け
た
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
ま
だ
名
は
つ
け

て
い
な
か
っ
た
。
名
前
は
「
猫
伝
」
と
し
よ
う
か
、
そ
れ
と
も
書
き
出
し
の
第
一
句
で
あ
る
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
を
そ
の

ま
ま
用
い
よ
う
か
と
思
っ
て
決
し
か
ね
て
い
る
と
の
事
で
あ
っ
た
。
私
は
「
吾
輩
は
猫
で
あ
る
」
の
方
に
賛
成
し
た
。（
「
吾

輩
は
猫
で
あ
る
」
）
は
文
章
会
員
一
同
に
、
「
と
に
か
く
変
わ
っ
て
い
る
。」
と
い
う
点
に
於
い
て
讃
辞
を
呈
せ
し
め
た
。
そ

お

さ
ん

じ

て
い

う
し
て
明
治
三
十
八
年
一
月
発
行
の
『
ホ
ト
ト
ギ
ス
』
の
巻
頭
に
載
せ
た
。
こ
の
一
編
が
忽
ち
漱
石
氏
の
名
を
文
壇
に
嘖
々

た
ち
ま

さ
く
さ
く

た
ら
し
め
た
事
は
世
人
の
記
憶
に
新
た
な
る
所
で
あ
る
。
（
中
略
）
は
じ
め
「
猫
」
は
一
回
で
結
末
に
し
て
も
よ
く
、
続
き

を
書
こ
う
と
思
え
ば
書
け
ぬ
こ
と
も
な
い
と
話
し
て
い
た
が
、
評
判
が
善
か
っ
た
の
で
続
い
て
筆
を
取
る
こ
と
に
な
っ
た
。

よ

【
ク
イ
ズ
②
】

こ
の
小
説
は
、
自
分
の
こ
と
を
「
吾
輩
」
と
呼
ぶ
猫
が
語
り
手
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
「
吾
輩
」
が
、
生
ま
れ
て

初
め
て
見
た
人
間
は
、
ど
ん
な
人
だ
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

〔

Ａ

教
師

Ｂ

学
生

Ｃ

若
い
娘

〕

○
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
の
内
容

中
学
校
の
英
語
教
師
・
珍
野
苦
沙
弥
の
家
に
飼
わ
れ
て
い
る
「
猫
」
が
語
り
手
と
な
り
、「
吾
輩
」(

猫
自
身)

の
視
点
か

ち
ん

の

く

し
や

み

ら
、
珍
野
一
家
や
、
そ
こ
に
集
う
彼
の
友
人
、
門
下
の
書
生
た
ち
な
ど
、
社
会
の
様
子
を
風
刺
的
に
語
る
。

○
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』「
一
」（
冒
頭
部
分
）

吾
輩
は
猫
で
あ
る
。
名
前
は
ま
だ
無
い
。
／
ど
こ
で
生
ま
れ
た
か
と
ん
と
見
当
が
つ
か
ぬ
。
何
で
も
薄
暗
い
じ
め
じ
め
し

た
所
で
ニ
ャ
ー
ニ
ャ
ー
泣
い
て
い
た
事
だ
け
は
記
憶
し
て
い
る
。
吾
輩
は
こ
こ
で
始
め
て
人
間
と
い
う
も
の
を
見
た
。
し
か

も
あ
と
で
聞
く
と
そ
れ
は
書
生
と
い
う
人
間
中
で
一
番
獰
悪
な
種
族
で
あ
っ
た
そ
う
だ
。
こ
の
書
生
と
い
う
の
は
時
々
我
々

ど
う
あ
く

を
捕
ま
え
て
煮
て
食
う
と
い
う
話
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
当
時
は
何
と
い
う
考
え
も
な
か
っ
た
か
ら
別
段
恐
ろ
し
い
と
も
思

わ
な
か
っ
た
。
た
だ
彼
の
掌
に
載
せ
ら
れ
て
ス
ー
と
持
ち
上
げ
ら
れ
た
時
何
だ
か
フ
ワ
フ
ワ
し
た
感
じ
が
あ
っ
た
ば
か
り
で

あ
る
。
掌
の
上
で
少
し
落
ち
つ
い
て
書
生
の
顔
を
見
た
の
が
い
わ
ゆ
る
人
間
と
い
う
も
の
の
見
始
め
で
あ
ろ
う
。

（
こ
の
後
、「
吾
輩
」
は
、
苦
沙
弥
先
生
の
家
で
飼
わ
れ
る
こ
と
と
な
る
。）

吾
輩
の
主
人
は
滅
多
に
吾
輩
と
顔
を
合
せ
る
事
が
な
い
。
職
業
は
教
師
だ
そ
う
だ
。
学
校
か
ら
帰
る
と
終
日
書
斎
に
這
入

っ
た
ぎ
り
ほ
と
ん
ど
出
て
来
る
事
が
な
い
。
家
の
も
の
は
大
変
な
勉
強
家
だ
と
思
っ
て
い
る
。
当
人
も
勉
強
家
で
あ
る
か
の

ご
と
く
見
せ
て
い
る
。
し
か
し
実
際
は
う
ち
の
も
の
が
い
う
よ
う
な
勤
勉
家
で
は
な
い
。
吾
輩
は
時
々
忍
び
足
に
彼
の
書
斎

を
覗
い
て
見
る
が
、
彼
は
よ
く
昼
寝
を
し
て
い
る
事
が
あ
る
。
時
々
読
み
か
け
て
あ
る
本
の
上
に
涎
を
た
ら
し
て
い
る
。（
中

よ
だ
れ

略
）
吾
輩
は
猫
な
が
ら
時
々
考
え
る
事
が
あ
る
。
教
師
と
い
う
も
の
は
実
に
楽
な
も
の
だ
。
人
間
と
生
れ
た
ら
教
師
と
な
る

に
限
る
。
こ
ん
な
に
寝
て
い
て
勤
ま
る
も
の
な
ら
猫
に
で
も
出
来
ぬ
事
は
な
い
と
。
そ
れ
で
も
主
人
に
云
わ
せ
る
と
教
師
ほ

ど
つ
ら
い
も
の
は
な
い
そ
う
で
彼
は
友
達
が
来
る
度
に
何
と
か
か
ん
と
か
不
平
を
鳴
ら
し
て
い
る
。



【
ク
イ
ズ
③
】

「
吾
輩
」
は
近
所
の
「
三
毛
子
」
と
い
う
猫
に
恋
（
？
）
を
し
ま
す
が
、
こ
の
「
三
毛
子
」
は
、
ど
ん
な
人
に
飼
わ
れ

み

け

こ

て
い
た
で
し
ょ
う
か
？

〔

Ａ

金
持
ち
の
娘

Ｂ

苦
沙
弥
先
生
の
姪

Ｃ

琴
の
師
匠

〕

め
い

し

し
よ
う

○
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』「
二
」

新
道
の
二
絃
琴
の
御
師
匠
さ
ん
の
所
の
三
毛
子
で
も
訪
問
し
よ
う
と
台
所
か
ら
裏
へ
出
た
。
三
毛
子
は
こ
の
近
辺
で
有
名

に

げ
ん
き
ん

な
美
貌
家
で
あ
る
。
吾
輩
は
猫
に
は
相
違
な
い
が
物
の
情
け
は
一
通
り
心
得
て
い
る
。
う
ち
で
主
人
の
苦
い
顔
を
見
た
り
、

び

ぼ
う

か

御
三
（
＝
女
中
の
名
前
）
の
険
突
を
食
っ
て
気
分
が
勝
れ
ん
時
は
必
ず
こ
の
異
性
の
朋
友
の
許
を
訪
問
し
て
い
ろ
い
ろ
な
話

お

さ
ん

け
ん
つ
く

す
ぐ

も
と

を
す
る
。
す
る
と
、
い
つ
の
間
に
か
心
が
晴
々
し
て
今
ま
で
の
心
配
も
苦
労
も
何
も
か
も
忘
れ
て
、
生
れ
変
っ
た
よ
う
な
心
持

せ
い
せ
い

こ
こ
ろ
も
ち

に
な
る
。
女
性
の
影
響
と
い
う
も
の
は
実
に
莫
大
な
も
の
だ
。
杉
垣
の
隙
か
ら
、
い
る
か
な
と
思
っ
て
見
渡
す
と
、
三
毛
子

は
正
月
だ
か
ら
首
輪
の
新
し
い
の
を
し
て
行
儀
よ
く
椽
側
に
坐
っ
て
い
る
。
そ
の
背
中
の
丸
さ
加
減
が
言
う
に
言
わ
れ
ん
ほ

え
ん
が
わ

す
わ

ど
美
し
い
。
曲
線
の
美
を
尽
し
て
い
る
。
尻
尾
の
曲
が
り
加
減
、
足
の
折
り
具
合
、
物
憂
げ
に
耳
を
ち
ょ
い
ち
ょ
い
振
る
景

色
な
ど
も
到
底
形
容
が
出
来
ん
。（
中
略
）
吾
輩
は
し
ば
ら
く
恍
惚
と
し
て
眺
め
て
い
た
が
、
や
が
て
我
に
帰
る
と
同
時
に
、

こ
う
こ
つ

低
い
声
で
「
三
毛
子
さ
ん
三
毛
子
さ
ん
」
と
い
い
な
が
ら
前
足
で
招
い
た
。
三
毛
子
は
「
あ
ら
先
生
」
と
椽
を
下
り
る
。
赤

え
ん

い
首
輪
に
つ
け
た
鈴
が
ち
ゃ
ら
ち
ゃ
ら
と
鳴
る
。
お
や
正
月
に
な
っ
た
ら
鈴
ま
で
つ
け
た
な
、
ど
う
も
い
い
音
だ
と
感
心
し

ね

て
い
る
間
に
、
吾
輩
の
傍
に
来
て
「
あ
ら
先
生
、
お
め
で
と
う
」
と
尾
を
左
へ
振
る
。
吾
等
猫
属
間
で
御
互
に
挨
拶
を
す
る

そ
ば

わ
れ

ら

と
き
に
は
尾
を
棒
の
ご
と
く
立
て
て
、
そ
れ
を
左
り
へ
ぐ
る
り
と
廻
す
の
で
あ
る
。
町
内
で
吾
輩
を
先
生
と
呼
ん
で
く
れ
る

の
は
こ
の
三
毛
子
ば
か
り
で
あ
る
。

【
ク
イ
ズ
④
】

苦
沙
弥
先
生
の
家
に
、
あ
る
時
泥
棒
が
入
り
ま
す
。
さ
て
、
こ
の
泥
棒
は
何
を
盗
ん
で
い
っ
た
で
し
ょ
う
か
？

ど
ろ
ぼ
う

〔

Ａ

金
庫
に
入
っ
て
い
た
現
金

Ｂ

苦
沙
弥
先
生
の
執
筆
し
た
原
稿

Ｃ

教
え
子
か
ら
も
ら
っ
た
山
の
芋

〕

○
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』「
五
」

も
う
何
時
だ
ろ
う
と
室
の
中
を
見
廻
す
と
四
隣
は
し
ん
と
し
て
た
だ
聞
え
る
も
の
は
柱
時
計
と
細
君
の
い
び
き
と
遠
方
で

へ
や

し

り
ん

下
女
の
歯
軋
り
を
す
る
音
の
み
で
あ
る
。（
中
略
）
台
所
の
雨
戸
に
ト
ン
ト
ン
と
二
返
ば
か
り
軽
く
中
っ
た
者
が
あ
る
。
は

は

ぎ
し

あ
た

て
な
今
頃
人
の
来
る
は
ず
が
な
い
。（
中
略
）
今
度
は
ギ
ー
と
雨
戸
を
下
か
ら
上
へ
持
ち
上
げ
る
音
が
す
る
、
同
時
に
腰
障

子
を
出
来
る
だ
け
緩
や
か
に
、
溝
に
添
う
て
滑
ら
せ
る
。
い
よ
い
よ
鼠
で
は
な
い
。
人
間
だ
。（
中
略
）
御
高
名
だ
け
は
か

す
べ

ね
て
承
け
た
ま
わ
っ
て
い
る
泥
棒
陰
士
で
は
な
い
か
知
ら
ん
。（
中
略
）
細
君
の
枕
元
に
は
四
寸
角
の
一
尺
五
六
寸
ば
か
り

ど
ろ
ぼ
う
い
ん

し

の
釘
付
け
に
し
た
箱
が
大
事
そ
う
に
置
い
て
あ
る
。
こ
れ
は
肥
前
の
国
は
唐
津
の
住
人
多
々
良
三
平
君
が
先
日
帰
省
し
た
時

ひ

ぜ
ん

か
ら

つ

た

た

ら

さ
ん
ぺ
い

御
土
産
に
持
っ
て
来
た
山
の
芋
で
あ
る
。
山
の
芋
を
枕
元
へ
飾
っ
て
寝
る
の
は
あ
ま
り
例
の
な
い
話
し
で
は
あ
る
が
こ
の
細

お

み

や
げ

君
は
煮
物
に
使
う
三
盆
を
用
箪
笥
へ
入
れ
る
く
ら
い
場
所
の
適
不
適
と
云
う
観
念
に
乏
し
い
女
で
あ
る
か
ら
、
細
君
に
と
れ

さ
ん
ぼ
ん

よ
う
だ
ん

す

ば
、
山
の
芋
は
愚
か
、
沢
庵
が
寝
室
に
在
っ
て
も
平
気
か
も
知
れ
ん
。
し
か
し
神
な
ら
ぬ
陰
士
は
そ
ん
な
女
と
知
ろ
う
は
ず

お
ろ

た
く
あ
ん

あ

が
な
い
。
か
く
ま
で
鄭
重
に
肌
身
に
近
く
置
い
て
あ
る
以
上
は
大
切
な
品
物
で
あ
ろ
う
と
鑑
定
す
る
の
も
無
理
は
な
い
。

て
い
ち
よ
う

陰
士
は
ち
ょ
っ
と
山
の
芋
の
箱
を
上
げ
て
見
た
が
そ
の
重
さ
が
陰
士
の
予
期
と
合
し
て
大
分
目
方
が
懸
り
そ
う
な
の
で
す
こ

が
つ

だ
い

ぶ

か
か

ぶ
る
満
足
の
体
で
あ
る
。
い
よ
い
よ
山
の
芋
を
盗
む
な
と
思
っ
た
ら
、（
中
略
）
急
に
お
か
し
く
な
っ
た
。

て
い

【
ク
イ
ズ
⑤
】

こ
の
小
説
は
最
後
、
ど
ん
な
場
面
で
終
わ
る
で
し
ょ
う
か
？

○
『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』「
十
一
」（
末
尾
部
分
）

死
ぬ
の
が
万
物
の
定
業
で
、
生
き
て
い
て
も
あ
ん
ま
り
役
に
立
た
な
い
な
ら
、
早
く
死
ぬ
だ
け
が
賢
い
か
も
知
れ
な
い
。

じ
よ
う
ご
う

諸
先
生
の
説
に
従
え
ば
人
間
の
運
命
は
自
殺
に
帰
す
る
そ
う
だ
。
油
断
を
す
る
と
猫
も
そ
ん
な
窮
屈
な
世
に
生
ま
れ
な
く

き
ゆ
う
く
つ

て
は
な
ら
な
く
な
る
。
恐
る
べ
き
事
だ
。
何
だ
か
気
が
く
さ
く
さ
し
て
来
た
。
三
平
君
の
ビ
ー
ル
で
も
飲
ん
で
ち
と
景
気
を

つ
け
て
や
ろ
う
。（
中
略
）
三
平
な
ど
は
あ
れ
を
飲
ん
で
か
ら
、
真
赤
に
な
っ
て
、
熱
苦
し
い
息
遣
い
を
し
た
。
猫
だ
っ
て

飲
め
ば
陽
気
に
な
ら
ん
事
も
あ
る
ま
い
。
ど
う
せ
い
つ
死
ぬ
か
知
れ
ぬ
命
だ
。
何
で
も
命
の
あ
る
う
ち
に
し
て
お
く
事
だ
。

死
ん
で
か
ら
あ
あ
残
念
だ
と
墓
場
の
影
か
ら
悔
や
ん
で
も
お
っ
つ
か
な
い
。（
中
略
）
吾
輩
は
我
慢
に
我
慢
を
重
ね
て
、
よ

う
や
く
一
杯
の
ビ
ー
ル
を
飲
み
干
し
た
時
、
妙
な
現
象
が
起
こ
っ
た
。
始
め
は
舌
が
ぴ
り
ぴ
り
し
て
、
口
中
が
外
部
か
ら
圧

迫
さ
れ
る
よ
う
に
苦
し
か
っ
た
の
が
、
飲
む
に
従
っ
て
よ
う
や
く
楽
に
な
っ
て
、
一
杯
目
を
片
付
け
る
時
分
に
は
別
段
骨
も

折
れ
な
く
な
っ
た
。
も
う
大
丈
夫
と
二
杯
目
は
難
な
く
や
っ
つ
け
た
。（
中
略
）
陶
然
と
は
こ
ん
な
事
を
言
う
の
だ
ろ
う
と

と
う
ぜ
ん

思
い
な
が
ら
、
あ
て
も
な
く
、
そ
こ
か
し
こ
と
散
歩
す
る
よ
う
な
、
し
な
い
よ
う
な
心
持
ち
で
し
ま
り
の
な
い
足
を
い
い
加

減
に
運
ば
せ
て
ゆ
く
と
、
何
だ
か
し
き
り
に
眠
い
。
寝
て
い
る
の
だ
か
、
あ
る
い
て
る
の
だ
か
判
然
し
な
い
。
眼
は
あ
け
る

つ
も
り
だ
が
重
い
事

夥

し
い
。
こ
う
な
れ
ば
そ
れ
ま
で
だ
。
海
だ
ろ
う
が
、
山
だ
ろ
う
が
驚
ろ
か
な
い
ん
だ
と
、
前
足
を

お
び
た
だ

ぐ
に
ゃ
り
と
前
へ
出
し
た
と
思
う
途
端
ぼ
ち
ゃ
ん
と
音
が
し
て
、
は
っ
と
言
う
う
ち
、
―
―
や
ら
れ
た
。
ど
う
や
ら
れ
た
の

か
考
え
る
間
が
な
い
。
た
だ
や
ら
れ
た
な
と
気
が
つ
く
か
、
つ
か
な
い
の
に
あ
と
は
滅
茶
苦
茶
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。（
中

略
）
水
か
ら
縁
ま
で
は
四
寸
余
も
あ
る
。
足
を
の
ば
し
て
も
届
か
な
い
。
飛
び
上
が
っ
て
も
出
ら
れ
な
い
。
呑
気
に
し
て
い

の
ん

き

れ
ば
沈
む
ば
か
り
だ
。
も
が
け
ば
が
り
が
り
と
甕
に
爪
が
あ
た
る
の
み
で
、
あ
た
っ
た
時
は
、
少
し
浮
く
気
味
だ
が
、
す
べ

か
め

れ
ば
た
ち
ま
ち
ぐ
っ
と
も
ぐ
る
。
も
ぐ
れ
ば
苦
し
い
か
ら
、
す
ぐ
が
り
が
り
を
や
る
。（
中
略
）
そ
の
時
苦
し
い
な
が
ら
、

こ
う
考
え
た
。
こ
ん
な
呵
責
に
逢
う
の
は
つ
ま
り
甕
か
ら
上
へ
あ
が
り
た
い
ば
か
り
の
願
で
あ
る
。
あ
が
り
た
い
の
は
山

か

し
や
く

ね
が
い

々
で
あ
る
が
上
が
れ
な
い
の
は
知
れ
切
っ
て
い
る
。
吾
輩
の
足
は
三
寸
に
足
ら
ぬ
。
よ
し
水
の
面
に
か
ら
だ
が
浮
い
て
、

お
も
て

浮
い
た
所
か
ら
思
う
存
分
前
足
を
の
ば
し
た
っ
て
五
寸
に
あ
ま
る
甕
の
縁
に
爪
の
か
か
り
よ
う
が
な
い
。
甕
の
ふ
ち
に
爪
の

か
か
り
よ
う
が
な
け
れ
ば
い
く
ら
も
掻
い
て
も
、
あ
せ
っ
て
も
、
百
年
の
間
身
を
粉
に
し
て
も
出
ら
れ
っ
こ
な
い
。
出
ら
れ

が

こ

な
い
と
分
か
り
切
っ
て
い
る
も
の
を
出
よ
う
と
す
る
の
は
無
理
だ
。
無
理
を
通
そ
う
と
す
る
か
ら
苦
し
い
の
だ
。
つ
ま
ら
な

い
。
自
ら
求
め
て
苦
し
ん
で
、
自
ら
好
ん
で
拷
問
に
罹
っ
て
い
る
の
は
馬
鹿
気
て
い
る
。
／
「
も
う
よ
そ
う
。
勝
手
に
す
る

ご
う
も
ん

か
か

ば

か

げ

が
い
い
。
が
り
が
り
は
こ
れ
ぎ
り
ご
免
蒙
る
よ
」
と
、
前
足
も
、
後
足
も
、
頭
も
尾
も
自
然
の
力
に
任
せ
て
抵
抗
し
な
い

こ
う
む

事
に
し
た
。
／
次
第
に
楽
に
な
っ
て
く
る
。
苦
し
い
の
だ
か
あ
り
が
た
い
の
だ
か
見
当
が
つ
か
な
い
。
水
の
中
に
い
る
の
だ

か
、
座
敷
の
上
に
い
る
の
だ
か
、
判
然
し
な
い
。
ど
こ
に
ど
う
し
て
い
て
も
差
し
支
え
は
な
い
。
た
だ
楽
で
あ
る
。
否
、
楽

い
な

そ
の
も
の
す
ら
も
感
じ
得
な
い
。
日
月
を
切
り
落
と
し
、
天
地
を
粉
韲
し
て
不
可
思
議
の
太
平
に
入
る
。
吾
輩
は
死
ぬ
。
死

じ
つ
げ
つ

ふ
ん
せ
い

ん
で
こ
の
太
平
を
得
る
。
太
平
は
死
な
な
け
れ
ば
得
ら
れ
ぬ
。
南
無
阿
弥
陀
仏
、
南
無
阿
弥
陀
仏
。
あ
り
が
た
い
あ
り
が
た

い
。

▲

『
吾
輩
は
猫
で
あ
る
』
下
篇
（
明
治
四
〇
年
）
挿
絵


