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三
井
先
生
の
御
文
章
、
そ
れ
を
読
み
上
げ

ら
れ
た
黒
上
先
生
の
お
声
、
そ
れ
を
耳
に

さ
れ
た
副
島
先
生
。
三
者
の
心
の
琴
線
が

波
長
を
合
は
せ
る
や
う
に
共
鳴
し
合
ふ
出

来
事
だ
っ
た
に
違
ひ
な
い
。
こ
の
折
の
黒

上
先
生
と
の
出
会
ひ
は
、
九
十
歳
の
御
高

齢
に
な
ら
れ
て
ご
自
身
の
人
生
を
振
り
返

ら
れ
る
中
で
も
、
か
け
が
へ
の
な
い
大
き

な
出
来
事
で
あ
ら
れ
た
の
で
あ
ら
う
。

前
記
の
御
製
を
改
め
て
私
な
り
に
拝
誦

し
て
み
た
い
。

夕
暮
の
中
に
、
山
の
辺
り
に
揺
ら
い
で
ゐ

る
「
と
も
し
び
」
は
、
そ
こ
で
生
活
し
て

ゐ
る
人
々
の
心
の
ゆ
ら
ぎ
と
生い

の
ち命
と
を
感

じ
さ
せ
る
。
炭
焼
き
を
生な

り

業は
ひ

に
し
て
ゐ
る

者
、
事
情
に
よ
り
山
里
に
隠こ

も

る
や
う
に
暮

す
者
な
ど
、
そ
れ
ぞ
れ
に
様
々
な
思
ひ
を

抱
い
て
生
き
る
人
々
の
様
相
が
浮
ん
で
く
る
。

そ
れ
を
明
治
天
皇
が
じ
っ
と
ご
覧
に
な
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
る
。
黒
上
先
生
は
、
聖
徳
太
子

の
「
三
経
義
疏
」
を
通
し
て
、
中
国
大
陸

の
釈
家
の
白
文
を
も
研
究
さ
れ
、
衆
生
を

遍
く
照
ら
す
仏
の
慈
愛
に
つ
い
て
も
論
述
さ

れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
と
同
じ
こ
と
が
明
治
天

皇
の
御
製
か
ら
も
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
と
し
で
第
六
十
七
回
と
な
る
本
会
主

催
の
全
国
学
生
青
年
合
宿
教
室
は
、
本
号

折
り
込
み
の
「
ご
案
内
」
の
や
う
に
、
東

京
都
八
王
子
市
で
開
催
さ
れ
る
。「
日
本

人
の
ま
こ
と
」
を
確
か
め
る
研
鑽
の
場
に

し
た
い
も
の
と
思
っ
て
ゐ
る
。

（
若
築
建
設
（
株
）
東
京
支
店
）

　
　

燈
（
明
治
三
十
六
年
）

と
も
し
火
の
影
ま
ば
ら
に
も
み
ゆ
る
か

な
人
す
む
べ
く
も
あ
ら
ぬ
山
辺
に

こ
の
箇
所
を
黒
上
先
生
が
読
み
上
げ
ら

れ
た
時
の
こ
と
を
、
副
島
先
生
は
九
十
歳

に
な
ら
れ
て
出
版
さ
れ
た
『
聖
徳
恋
歌
』

（
東
明
社
）
の
中
で
次
の
や
う
に
記
さ
れ
て

ゐ
る
（
そ
の
後
、
副
島
先
生
は
、
数
学
、
教

育
心
理
学
の
学
者
と
し
て
郷
里
の
佐
賀
大
学

で
教
鞭
を
と
ら
れ
、
教
育
者
と
し
て
様
々
に

貢
献
さ
れ
た
方
で
あ
る
）。

「
詩
人
三
井
甲
之
氏
の
流
れ
る
よ
う
な

荘
重
な
文
章
も
よ
か
っ
た
が
、
黒
上
師
の

山
家
慕
情
の
御
製
の
、
感
動
を
こ
め
た
朗

詠
に
は
、
全
身
が
し
び
れ
る
よ
う
な
感
動

を
覚
え
た
。
御
製
は
小
学
校
の
読
本
に
も

い
く
ら
か
出
て
い
た
よ
う
だ
が
、
こ
れ
ほ

ど
の
感
動
は
な
か
っ
た
。
教
え
る
人
の
感

動
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。
生
命

は
生
命
か
ら
の
み
産
ま
れ
る
の
と
同
じ
く
、

感
動
も
感
動
に
よ
っ
て
の
み
湧
き
出
る
も

の
で
あ
ろ
う
。
私
は
幼
い
頃
、
夏
の
夕
暮

れ
に
は
よ
く
城

じ
ょ
う
ば
る原

川
の
橋
の
上
で
ウ
チ
ワ

で
蚊
を
追
い
な
が
ら
タ
凉
み
を
し
た
。
そ

の
頃
北
の
山
辺
に
、
御
製
そ
の
ま
ま
の
燈

の
点
滅
を
眺
め
て
物
思
い
に
沈
ん
だ
も
の

で
あ
る
。
師
の
朗
読
は
、
あ
の
懐
か
し
い

故
郷
の
夕
暮
を
呼
び
戻
し
て
く
れ
た
の
で

あ
っ
た
」

副
島
先
生
に
懐
か
し
い
故
郷
の
情
景
を

思
ひ
出
さ
せ
て
く
れ
た
黒
上
先
生
の
お
声

と
は
ど
ん
な
声こ

わ

音ね

だ
っ
た
の
だ
ら
う
か
。

あ
る
と
の
思
ひ
か
ら
綴
ら
れ
た
の
が
両
書

で
あ
っ
た
と
言
っ
て
い
い
だ
ら
う
。
聖
徳

太
子
と
明
治
天
皇
の
お
二
方
は
、
そ
れ
ぞ

れ
「
東
洋
文
明
」
及
び
「
西
洋
文
明
」
と

い
ふ
異
国
の
思
想
学
術
が
流
入
す
る
と
い

ふ
歴
史
の
大
転
換
期
に
お
生
ま
れ
に
な
り
、

国
家
国
民
に
進
む
べ
き
方
途
を
お
示
し
に

な
っ
た
。
現
代
を
生
き
る
我
々
に
も
大
き

な
示
唆
を
与
へ
続
け
て
ゐ
る
。

昭
和
三
年
三
月
、
四
国
・
徳
島
の
黒
上

先
生
の
も
と
を
、
東
京
高
等
師
範
学
校
二

年
生
の
副
島
羊
吉
郎
と
い
ふ
青
年
が
四
国

八
十
八
ヶ
所
巡
り
の
序つ

い

で
に
訪
ね
た
。
黒

上
先
生
は
副
島
青
年
に
向
か
っ
て
、
初
対

面
の
挨
拶
も
早
々
に
月
刊
誌
『
日
本
及
び

日
本
人
』
に
連
載
さ
れ
て
ゐ
た
三
井
先
生

の
『
明
治
天
皇
御
集
研
究
』
の
一
節
を
紹

介
さ
れ
た
。
そ
こ
に
は
三
井
先
生
の
文
章

と
共
に
謹
選
さ
れ
た
明
治
天
皇
御
製
が
掲

載
さ
れ
て
ゐ
て
、
そ
の
中
に
次
の
一
首
が

あ
っ
た
。

本
会
発
足
の
当
初
か
ら
、
学
び
の
道
筋

と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
き
て
ゐ
る
書
物
の

中
に
、
黒
上
正
一
郎
著
『
聖
徳
太
子
の

信
仰
思
想
と
日
本
文
化
創
業
』（
謄
写
印
刷

版
・
昭
和
五
年
五
月
発
行
）
と
、
三
井
甲
之

著
『
明
治
天
皇
御
集
研
究
』（
原
本
・
昭
和

三
年
五
月
二
十
日
発
行
）
と
が
あ
る
。
ど
ち

ら
も
や
や
難
解
で
は
あ
る
も
の
の
文
章
に

深
い
味
は
ひ
が
あ
っ
て
、
繙ひ

も
とく

た
び
に
引

き
込
ま
れ
て
い
く
。

右
の
御
本
が
書
か
れ
た
大
正
末
か
ら
昭

和
の
初
め
は
、
世
界
情
勢
の
不
安
定
と
世

の
中
の
不
景
気
と
が
続
く
中
、
マ
ル
ク
ス

主
義
が
浸
透
し
つ
つ
あ
っ
て
思
想
的
に
も

混
迷
を
深
め
て
ゐ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
国

民
の
多
く
が
我
が
国
の
前
途
に
不
安
を
覚

え
な
が
ら
も
時
代
の
潮
流
に
押
し
流
さ
れ

て
ゐ
た
。
そ
の
や
う
な
中
に
あ
っ
て
、
聖

徳
太
子
の
お
言
葉
と
明
治
天
皇
の
お
歌

と
を
深
く
味
は
ふ
こ
と
で
、「
日
本
人
の

ま
こ
と
」
を
再
認
識
す
る
こ
と
が
根
本
で

  

黒
上
正
一
郎
先
生
の
「
お
声
」

　

 　

—

「
日
本
人
の
ま
こ
と
」を
求
め
て—
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