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井
上
赳
の
教
材
作
法 

  

田 

中 

瑩 

一 

  

は
じ
め
に 

  

井
上
赳
は
大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
八
月
か
ら
昭
和
十
九

（
一
九
四
四
）
年
六
月
ま
で
文
部
省
に
在
職
し
、
多
く
の
国
定
教

科
書
教
材
を
執
筆
し
た
。
井
上
が
執
筆
し
た
教
材
は
『
井
上
赳
先

生
國
語
讀
本
編
修
二
十
年
功
勞
志
』
（
註
１
）

所
収
の
「
井
上
赳
先

生
作
教
材
並
び
に
作
品
目
録
」
（
註
２
）

に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。 

 

井
上
が
入
省
し
て
最
初
に
担
当
し
た
の
は
『
尋
常
小
學
國
語
讀

本
』
（
註
３
）

（
『
白
讀
本
』
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
以
下
こ

の
呼
称
に
よ
る
）
巻
十
以
下
の
教
材
の
作
成
で
あ
っ
た
。
当
時
の

教
材
執
筆
を
回
想
し
て
井
上
は
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
最
初
に
「
パ
ナ
マ
運
河
」
そ
の
他
数
編
を
割
当
て
ら
れ
た

が
、
「
パ
ナ
マ
運
河
」
に
は
ず
い
ぶ
ん
て
こ
ず
っ
た
。
そ
の
こ
ろ

日
本
に
は
ま
だ
パ
ナ
マ
運
河
に
関
す
る
文
献
著
述
が
皆
無
と
い
っ

て
よ
い
位
だ
っ
た
。
や
っ
と
農
林
省
に
「
パ
ナ
マ
運
河
ニ
関
ス
ル

取
調
書
」
と
い
っ
た
お
役
所
風
な
三
百
頁
位
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
が

あ
っ
て
、
そ
れ
を
借
覧
す
る
と
、
こ
れ
は
工
事
中
の
調
査
で
あ
り
、

土
木
機
械
的
な
立
場
が
か
な
り
詳
細
に
書
か
れ
て
い
る
が
、
完
成

後
の
様
子
と
か
、
い
わ
ん
や
運
河
通
過
の
実
感
と
か
い
っ
た
も
の

は
薬
に
し
た
く
も
な
い
。
国
内
な
ら
出
張
視
察
と
い
う
こ
と
も
あ

る
が
、
ま
さ
か
南
米
ま
で
は
問
題
に
な
ら
ぬ
。
実
際
に
見
た
で
あ

ろ
う
と
い
う
人
々
を
物
色
し
て
そ
の
話
を
聞
い
た
り
資
料
を
借
り

た
り
し
て
、
と
も
か
く
書
い
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
何
べ
ん
原
稿

を
書
き
直
し
た
と
こ
ろ
で
物
に
な
る
代
物
で
な
い
。
こ
の
位
あ
と

口
の
わ
る
い
も
の
は
な
か
っ
た
と
記
憶
す
る
。
」
（
註
４
）

こ
こ
で

は
、
「
パ
ナ
マ
運
河
」
（
『
白
讀
本
』
巻
十
所
載
）
の
場
合
を
取

り
上
げ
て
、
資
料
が
乏
し
か
っ
た
こ
と
、
現
地
を
見
る
こ
と
が
か

な
わ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
の
制
約
が
あ
っ
て
不
本
意
な
執
筆
で
あ

っ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
る
。
と
く
に
「
完
成
後
の
様
子
」
や

「
運
河
通
過
の
実
感
」
に
つ
い
て
言
及
出
来
な
か
っ
た
こ
と
を
心

残
り
と
し
て
い
た
。 

 

井
上
と
同
時
期
に
文
部
省
に
あ
っ
て
、
と
も
に
『
白
讀
本
』
の
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教
材
作
成
に
あ
た
っ
た
高
木
市
之
助
も
、
現
地
を
見
な
い
で
執
筆

し
た
「
ナ
イ
ヤ
ガ
ラ
の
瀧
」
、
「
京
城
の
友
か
ら
」
、
「
ト
ラ
ッ

ク
島
便
り
」
な
ど
は
、
現
地
を
見
て
執
筆
し
た
教
材
「
い
も
ほ

り
」
、
「
麥
打
」
な
ど
に
比
べ
て
「
生
き
が
よ
く
な
い
」
と
い
う

評
判
だ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
（
註
５
）

教
科
書
監
修
官
と
し
て

「
外
国
を
実
地
に
見
聞
す
る
」
事
は
高
木
、
井
上
共
通
の
夢
で
あ

っ
た
（
註
６
）

し
、
「
読
本
の
文
章
の
作
者
は
直
接
欧
米
の
諸
国
を

歴
遊
す
る
の
で
な
け
れ
ば
そ
の
地
の
教
材
を
執
筆
す
べ
き
で
な

い
」
（
註
７
）

と
も
主
張
し
て
い
た
。 

 

高
木
は
ま
も
な
く
文
部
省
を
去
っ
た
が
、
残
っ
た
井
上
に
は
の

ち
に
図
書
監
修
官
と
し
て
初
め
て
の
外
国
出
張
が
認
め
ら
れ
、
大

正
一
四
（
一
九
二
五
）
年
か
ら
同
一
五
（
一
九
二
六
）
年
に
か
け

て
国
語
教
育
研
究
の
た
め
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ア
メ
リ
カ
を
歴
訪
し

た
。
こ
の
出
張
に
つ
い
て
井
上
は
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
そ
の
他
の
国
々
、
帰
り
に

ア
メ
リ
カ
に
立
ち
寄
り
、
そ
の
国
々
の
国
語
指
導
の
実
地
を
見
る

こ
と
、
も
っ
と
も
進
ん
だ
編
集
の
国
語
教
科
書
を
調
べ
集
め
る
こ

と
が
私
の
任
務
で
し
た
が
、
一
方
か
つ
て
「
パ
ナ
マ
運
河
」
を
書

か
さ
れ
た
に
が
い
経
験
に
よ
り
、
欧
米
の
国
々
を
で
き
る
だ
け
よ

く
見
、
そ
の
印
象
を
こ
ま
か
く
記
録
す
る
こ
と
に
力
め
ま
し
た
。

後
に
あ
る
ひ
と
の
お
世
話
で
、
出
版
の
運
び
に
至
り
ま
し
た
。

「
祖
国
を
出
で
て
」
の
紀
行
（
註
８
）

が
そ
れ
で
、
実
は
将
来
教
材

作
成
の
た
め
の
資
料
と
し
て
書
き
と
め
た
も
の
で
あ
り
ま
し

た
。
」
（
註
９
） 

 

こ
の
「
祖
国
を
出
で
て
」
（
以
下
『
紀
行
』
）
に
井
上
は
、
自

身
が
「
将
来
の
教
材
作
成
の
た
め
の
資
料
」
と
な
る
と
考
え
た
対

象
を
中
心
に
、
訪
れ
た
先
々
の
自
然
や
人
々
の
生
活
、
都
市
イ
ン

フ
ラ
や
行
政
の
実
際
、
音
楽
、
美
術
、
建
築
と
い
っ
た
文
化
財
等

を
克
明
に
記
録
し
、
批
評
的
な
印
象
を
記
述
し
て
い
る
。 

 

帰
朝
後
、
井
上
が
右
『
紀
行
』
を
資
料
と
し
て
執
筆
し
た
教
材

に
は
『
農
村
用
高
等
小
學
讀
本
』
（
註

10
）

巻
一
の
「
動
物
を
愛
せ

よ
」
、
巻
二
の
「
ソ
コ
ト
ラ
島
」
、
巻
三
の
「
デ
ン
マ
ー
ク
の
農

業
」
、
『
小
學
國
語
讀
本
』
（
註

11
）

（
『
サ
ク
ラ
讀
本
』
と
呼
ば

れ
る
こ
と
も
あ
る
。
以
下
こ
の
呼
称
に
よ
る
）
巻
十
一
の
「
歐
州

航
路
」
、
巻
十
二
の
「
歐
州
め
ぐ
り
」
な
ど
が
あ
る
。
そ
れ
ら
の

教
材
に
は
「
外
国
を
実
地
に
見
聞
」
し
た
成
果
や
「
生
き
」
の
良

さ
が
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

井
上
は
ま
た
、
『
サ
ク
ラ
讀
本
』
巻
十
に
、
自
ら
「
あ
と
口
の

わ
る
い
」
作
と
し
て
評
価
し
な
か
っ
た
『
白
讀
本
』
巻
十
所
載
の

教
材
「
パ
ナ
マ
運
河
」
を
、
書
き
改
め
て
再
録
し
て
い
る
。
こ
の

改
訂
は
直
接
に
は
『
紀
行
』
の
記
述
に
も
と
づ
い
て
な
さ
れ
た
も

の
で
は
な
い
（
註

12
）

が
、
『
白
讀
本
』
以
来
の
井
上
の
研
鑽
、
さ

ら
に
は
欧
米
研
修
等
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
国
語
教
材
に
対
す
る
識

見
が
、
そ
こ
に
具
現
化
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ど
の
よ

う
で
あ
る
か
。 

 
一
、
『
紀
行
』
の
記
述
は
教
材
作
成
に
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
た

か 

  

⑴
「
ソ
コ
ト
ラ
島
」
の
場
合 



－33－ 

 

『
農
村
用
高
等
小
學
讀
本
』
の
た
め
に
井
上
が
執
筆
し
た
教
材

の
内
、
『
紀
行
』
の
記
述
が
も
っ
と
も
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い

る
の
は
「
ソ
コ
ト
ラ
島
」
で
あ
る
。
以
下
に
そ
の
全
文
を
引
用
す

る
。 

  

ソ
コ
ト
ラ
島
（
教
材
本
文
） 

 
 

コ
ロ
ン
ボ
を
去
つ
て
六
日
、
我
が
船
は
既
に
印
度
洋
の
荒
波

を
乘
切
つ
て
、
今
夜
あ
た
り
は
ア
デ
ン
灣
の
入
口
に
さ
し

か
ゝ
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
。
船
中
我
も
人
も
さ
す
が
に
心
が

勇
む
。 

 
 

し
か
し
波
は
ま
だ
少
し
も
其
の
威
力
を
收
め
る
気
色
が
な
い
。

否
、
昨
日
に
も
増
し
て
今
朝
は
ひ
と
し
ほ
に
荒
狂
ふ
、
ち
や

う
ど
、
「
今
日
が
最
後
だ
。
出
来
る
だ
け
此
の
船
を
翻
弄
し

て
や
れ
。
」
と
い
ふ
意
気
込
で
あ
る
か
の
如
く
。
―
―
一
萬

一
千
餘
ト
ン
の
船
體
も
物
か
は
。
打
寄
せ
る
巨
濤
に
、
ど
、

ど
、
ど
、
ど
と
震
動
し
な
が
ら
、
船
首
は
乘
上
げ
て
斜
に
空

を
指
し
、
船
尾
は
落
ち
て
深
く
波
の
谷
に
沈
む
。
と
見
れ
ぼ
、

船
體
は
ふ
は
り
と
波
の
背
を
越
え
、
船
首
は
や
が
て
下
方
に

落
ち
て
前
方
の
巨
濤
の
腹
中
に
突
入
せ
ん
勢
。
あ
は
や
と
い

ふ
間
も
あ
ら
せ
ず
、
波
は
濛
々
と
舳
先
に
砕
け
、
前
甲
板
を

洗
ひ
、
餘
沫
は
飛
ん
で
大
空
に
花
と
散
乱
す
る
。 

 
 

四
顧
茫
々
、
目
路
の
限
り
漫
々
た
る
水
で
あ
り
、
澎
湃
た
る

波
で
あ
る
。
近
き
波
は
山
の
如
く
岡
の
如
く
、
遠
き
に
随
つ

て
築
山
の
如
く
盛
砂
の
如
く
、
果
は
幾
千
萬
の
魚
群
の
如
く

續
い
て
、
遂
に
天
空
に
一
線
を
引
く
地
平
線
に
及
ぶ
。
紺
青

の
水
は
あ
く
ま
で
も
濃
く
、
砕
け
る
波
頭
は
あ
く
ま
で
も
白

い
。
わ
け
て
船
首
を
か
み
、
舷
側
を
か
す
め
、
船
尾
に
散
る

波
の
白
さ
は
、
そ
も

く
何
に
た
と
へ
よ
う
。
白
雪
と
い

つ
て
も
、
此
の
純
白
に
比
す
る
と
尚
遜
色
が
あ
る
や
う
に
思

は
れ
る
。 

 
 

何
時
ま
で
荒
狂
ふ
波
ぞ
。
人
々
の
心
も
今
日
は
大
分
い
ら
だ

つ
て
來
た
。
無
事
を
祈
り
安
息
を
希
ふ
の
も
、
初
の
間
で
あ

つ
た
。
四
日
五
日
と
此
の
荒
波
に
ゆ
ら
れ
て
は
、
人
も
自
然

と
意
地
を
出
さ
ず
に
は
を
ら
れ
ぬ
。
躍
れ
波
、
狂
へ
波
、
よ

し
自
分
も
負
け
て
な
る
も
の
か
と
い
ふ
氣
に
な
る
。
船
に
弱

い
人
々
は
と
も
か
く
、
少
し
で
も
船
に
自
信
を
得
て
來
た
連

中
は
、
甲
板
を
踏
み
し
め
踏
み
し
め
右
往
左
往
し
て
み
る
。

元
氣
の
よ
い
連
中
は
、
此
の
意
地
を
デ
ツ
キ
ゴ
ル
フ
に
発
揮

し
て
、
し
ぶ
き
の
中
に
勝
敗
を
爭
つ
て
ゐ
る
。 

 
 

午
前
の
間
船
は
波
に
も
ま
れ
た
。
午
後
に
な
つ
て
も
止
む
氣

色
が
な
い
。
人
並
に
意
地
を
出
し
て
見
た
私
も
、
い
さ
ゝ
か

根
負
け
し
て
船
室
の
ベ
ツ
ド
に
横
た
は
つ
た
が
、
波
に
疲
れ

て
か
忽
ち
快
い
午
睡
に
陷
つ
た
。 

 
 

ふ
と
目
が
さ
め
る
。
何
と
い
ふ
靜
か
さ
で
あ
ら
う
。
船
は
今

微
動
だ
に
し
な
い
。
起
き
ざ
ま
に
船
窓
か
ら
眺
め
る
と
、
海

は
ま
る
で
鏡
の
や
う
。
紺
青
の
水
は
太
陽
に
輝
い
て
、
輕
く

船
側
に
た
は
む
れ
て
ゐ
る
。
機
關
の
旋
律
的
な
音
ま
で
が
、

何
と
な
く
の
ど
か
に
聞
か
れ
る
。 

 
 

「
ず
ゐ
ぶ
ん
大
き
な
島
だ
。
」 

 
 

と
い
ふ
聲
が
甲
板
に
聞
え
た
。
續
い
て
人
々
の
さ
ゞ
め
き
の

ほ
ん
ろ
う

た
う 

へ 

も
う 

ま
つ 

ぼ
う 

め 

ぢ 

ま
ん 

ほ
う
は
い

そ
ん 
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聲
が
す
る
。
私
は
上
着
を
取
つ
て
着
る
が
早
い
か
、
甲
板
へ

と
走
つ
た
。 

 
 

船
の
左
舷
、
南
方
凡
そ
十
四
五
マ
イ
ル
の
處
に
當
つ
て
横
た

は
る
一
大
島
は
、
全
く
一
木
一
草
を
と
ゞ
め
ぬ
は
げ
山
の
連

續
で
あ
つ
た
。
左
端
は
高
い
テ
ー
ブ
ル
状
、
真
中
か
ら
右
に

及
ん
で
波
状
に
高
低
起
伏
し
て
ゐ
る
。
熱
帶
の
午
後
の
太
陽

に
照
ら
さ
れ
て
茶
褐
色
に
ひ
ら
め
く
山
が
、
紺
碧
の
空
に
く

つ
き
り
と
浮
い
て
見
え
る
。
或
處
は
天
空
に
か
み
つ
く
や
う

に
そ
ゝ
り
立
つ
て
ゐ
る
。
或
處
は
の
こ
ぎ
り
の
歯
の
や
う
に

連
な
つ
て
ゐ
る
。 

 
 

何
と
い
ふ
恐
し
い
山
の
形
で
あ
ら
う
。
何
と
い
ふ
も
の
す
ご

い
島
の
形
で
あ
ら
う
。
魔
の
島
と
も
死
の
島
と
も
殆
ど
名
状

し
難
い
形
相
で
あ
る
が
、
し
か
も
此
の
島
の
存
在
が
、
六
日

間
の
荒
波
に
い
ら
だ
ち
、
疲
れ
果
て
た
我
々
に
、
こ
れ
程
の

平
和
な
氣
分
を
與
へ
、
安
ら
か
な
慰
藉
を
與
へ
よ
う
と
は
。

思
へ
ば
か
の
印
度
洋
の
怒
濤
も
、
此
の
一
島
に
さ
へ
ぎ
ら
れ

て
は
、
何
の
威
力
も
発
揮
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
も
の
す
ご

い
島
の
形
は
、
こ
れ
ぞ
佛
の
降
魔
の
相
、
あ
た
か
も
我
々
の

船
を
守
り
顔
に
見
え
る
。 

 
 

「
ソ
コ
ト
ラ
島
」
の
名
は
日
本
で
知
る
人
も
少
か
ら
う
が
、

一
度
印
度
洋
の
波
に
苦
し
ん
だ

は
、
恐
ら
く
誰
も
永
遠

の
記
憶
に
と
ど
め
る
に
相
違
な
い
。 

  

『
紀
行
』
の
原
文
が
右
教
材
文
と
如
何
に
符
合
し
て
い
る
か
を

確
認
す
る
た
め
に
、
教
材
の
冒
頭
と
末
尾
に
該
当
す
る
『
紀
行
』

原
文
を
対
照
し
て
み
よ
う
。 

  

（
教
材
冒
頭
部
該
当
『
紀
行
』
原
文
） 

 
 
 
 

八
月
五
日
、
コ
ロ
ン
ボ
を
去
つ
て
か
ら
今
日
は
六
日
目
、

も
う
イ
ン
ド
洋
も
九
分
は
乘
切
つ
て
、
今
夜
あ
た
り
は
ア

デ
ン
灣
口
に
さ
し
か
ゝ
る
で
あ
ら
う
と
い
ふ
。
船
中
我
も

人
も
さ
す
が
に
心
が
勇
ん
だ
。
（
『
紀
行
』
七
八
頁
） 

 

（
教
材
終
末
部
該
当
『
紀
行
』
原
文
） 

 
 
 
 

何
と
い
ふ
恐
ろ
し
い
島
の
相
で
あ
ら
う
。
何
と
い
ふ
物

凄
い
山
の
形
で
あ
ら
う
。
魔
の
島
と
も
死
の
島
と
も
殆
ど

名
状
し
難
い
形
相
で
あ
る
が
、
し
か
も
此
の
島
の
存
在
が

数
日
の
荒
浪
に
い
ら
だ
ち
、
疲
れ
果
て
た
我
々
に
こ
れ
程

の
平
和
な
氣
分
を
與
へ
、
安
ら
か
な
慰
籍
を
與
へ
よ
う
と

は
。
―
―
思
へ
ば
か
の
澎
湃
た
る
イ
ン
ド
洋
の
怒
濤
も
、

此
の
一
島
に
さ
へ
ぎ
ら
れ
て
は
何
の
威
力
も
発
揮
し
得
な

い
の
で
あ
る
。
物
凄
い
島
の
形
は
、
こ
れ
ぞ
佛
の
降
魔
の

相
、
恰
も
我
々
の
船
を
守
り
顔
に
見
え
る
。 

 
 
 
 

「
ソ
コ
ト
ラ
島
」
の
名
は
、
日
本
で
知
る
人
も
少
か
ら

う
が
、
一
度
イ
ン
ド
洋
の
波
に
苦
し
ん
だ

は
恐
ら
く

誰
も
永
久
の
記
憶
に
と
ど
め
る
に
相
違
な
い
。
（
『
紀

行
』
八
〇
頁
） 

  

原
文
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
引

用
を
略
し
た
部
分
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
対
象
学
年
が
高
等

科
で
あ
る
こ
と
も
考
慮
し
、
あ
え
て
手
を
加
え
る
必
要
を
認
め
な

こ
ん
ぺ
き

か
っ 

ま 

し
ゃ 

す
が
た 
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か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

こ
の
文
章
の
主
眼
は
、
印
度
洋
航
行
の
荒
々
し
さ
を
描
写
し
、

そ
こ
を
乗
り
切
っ
た
後
に
出
合
っ
た
ソ
コ
ト
ラ
島
が
、
異
形
で
あ

り
な
が
ら
船
客
に
平
和
な
気
分
と
慰
藉
と
を
も
た
ら
し
た
こ
と
に

つ
い
て
、
そ
の
地
形
的
な
位
置
に
つ
い
て
の
解
説
と
合
わ
せ
て
、

感
動
的
な
発
見
と
し
て
叙
述
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
の
「
描

写
」
と
「
叙
述
」
こ
そ
が
「
実
地
に
見
聞
」
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

書
き
得
た
こ
と
の
中
心
で
あ
っ
た
。 

 

と
こ
ろ
で
右
「
描
写
」
部
と
「
叙
述
」
部
と
で
井
上
は
や
や
異

な
っ
た
文
体
を
採
用
し
て
い
る
。
「
描
写
」
部
は
い
わ
ゆ
る
「
漢

文
訓
読
」
の
流
れ
を
比
較
的
強
く
う
け
た
文
体
で
、
漢
語
や
対
句

表
現
を
多
用
し
、
音
読
を
通
し
て
格
調
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来
る

よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
（
第
二
、
第
三
段
落
な
ど
）
。
「
叙
述
」

部
は
い
わ
ゆ
る
「
言
文
一
致
」
の
流
れ
を
う
け
た
文
体
で
、
心
理

や
事
理
の
平
明
な
説
明
を
む
ね
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
（
第
五
、

第
六
段
落
な
ど
）
。
（
註

13
）

大
正
末
期
か
ら
昭
和
初
期
の
時
点
で

通
行
し
て
い
た
口
語
文
の
実
態
か
ら
見
て
、
こ
れ
ら
両
種
の
文
体

を
学
習
す
る
こ
と
は
高
等
科
生
徒
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
教
材
は
そ
の
要
請
に
応
え
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。 

 

「
漢
文
訓
読
」
的
文
体
（
な
い
し
漢
文
）
で
記
述
さ
れ
た
先
行

紀
行
文
と
比
べ
る
と
井
上
の
文
体
の
時
代
的
な
位
置
が
よ
く
わ
か

る
。 

  

成
島
柳
北
『
航
西
日
乘
』
（
註

14
） 

 
 
 

十
一
日
月
曜
晴 

風
起
り
船
動
ク 

衆
客
房
ニ
入
テ
臥
ス

者
多
シ 

 
 
 

十
五
日
金
曜
晴 

（
前
略
）
蓋
シ
亜
喇
比
亜
ノ
海
岸
ハ
概 

ネ
砂
礫
ノ
ミ
ニ
テ
青
ヲ
見
ズ 

峰
巒
ハ
肉
無
ク
骨
露
ハ

レ
剣
ノ
如
ク
牙
ノ
如
ク 

突
兀
ト
シ
テ
心
目
ヲ
驚
カ
ス 

 

森
鴎
外
『
航
西
日
記
』
（
註

15
） 

 
 
 

二
十
三
日
、
風
未
だ
歇
や
ま
ず
。 

 
 
 

二
十
四
日
、
午
後
に
至
り
て
風
歇
む
。
晩
、
速
可
多
喇
嶋

を
望
む
。
山
骨

岈
、
鋸
齒
の
状
を
作
す
。 

 
 
 

二
十
五
日
、
水
の
平
ら
か
な
る
こ
と
席
の
ご
と
し
。
巨
魚

波
上
に
浮
く
を
観
る
。 

 
 
 

二
十
六
日
亜
丁
港
に
至
る
。
（
中
略
） 

 
 
 
 
 
 

万
里
船
は
過
ぐ
駭
狼
の
間 

 
 
 
 
 
 

征
衫
こ
こ
に
來
り
て
涙
斑
を
成
す 

 
 
 
 
 
 

童
山
赤
野 

青
草
な
し 

 
 
 
 
 
 

あ
に
風
光
の
故
山
に
似
た
る
有
ら
ん
や 

  

両
者
と
も
、
井
上
の
『
紀
行
』
の
場
合
と
同
じ
く
、
荒
々
し
い

印
度
洋
を
乗
り
切
っ
て
、
異
形
の
ソ
コ
ト
ラ
島
に
出
合
い
（
柳
北

は
直
接
に
は
言
及
し
て
い
な
い
）
、
穏
や
か
な
ア
デ
ン
湾
に
入
っ

て
息
を
つ
く
と
い
っ
た
経
過
を
記
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
然
の

こ
と
だ
が
、
明
治
期
の
紀
行
文
と
、
井
上
の
紀
行
文
と
の
間
に
は

文
体
上
大
き
な
相
違
が
あ
る
。 

 

明
治
期
に
は
、
航
行
に
つ
い
て
は
「
風
起
り
船
動
ク 

衆
客
房

ニ
入
テ
臥
ス
者
多
シ
」
、
「
万
里
船
は
過
ぐ
駭
狼
の
間
」
と
、
ま

た
大
陸
や
島
の
姿
に
つ
い
て
は
「
峰
巒
ハ
肉
無
ク
骨
露
ハ
レ
剣
ノ

（
十
月
） 

（
九
月
）

や 

ソ 

コ 

ト 

ラ

ア 

デ 

ン 
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如
ク
牙
ノ
如
ク
」
「
山
骨

岈
、
鋸
齒
の
状
を
作
す
」
と
表
現

さ
れ
る
に
止
ま
っ
て
い
た
も
の
が
、
大
正
期
を
経
過
し
て
井
上
の

「
漢
文
訓
読
」
的
文
体
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
描
写
的
な
表
現
へ
と

展
開
し
た
。
そ
の
果
実
が
こ
の
教
材
な
ど
を
通
し
て
学
校
教
育
の

現
場
に
提
供
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
心
理
や
事
理
の
「
叙
述
」
に
は
そ
の
よ
う
な
文

体
は
適
さ
な
か
っ
た
。
異
形
の
ソ
コ
ト
ラ
島
が
、
荒
波
を
経
て
き

た
者
に
平
和
な
気
分
と
慰
藉
を
与
え
た
と
い
う
実
感
に
加
え
て
、

こ
の
島
が
地
形
的
に
印
度
洋
の
波
を
遮
る
働
き
を
し
て
い
る
と
い

う
事
理
を
平
明
に
伝
え
る
た
め
に
は
、
「
突
兀
ト
シ
テ
心
目
ヲ
驚

カ
ス
」
と
か
「
あ
に
風
光
の
故
山
に
似
た
る
有
ら
ん
や
」
と
い
っ

た
漢
詩
的
な
常
套
句
は
勿
論
、
対
句
や
律
調
か
ら
も
自
由
で
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
「
言
文
一
致
」
的
な
文
体
を
と
る
こ
と
が
必
要
だ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

井
上
と
同
時
期
の
紀
行
文
の
例
と
し
て
芥
川
龍
之
介
の
「
上
海

游
記
」
（
註

16
）

を
見
て
み
よ
う
。 

  
 
 

船
が
玄
海
に
か
か
る
と
同
時
に
、
見
る
見
る
海
が
荒
れ
初

め
た
。
同
じ
船
室
に
当
つ
た
馬
杉
君
と
、
上
甲
板
の
籐
椅

子
に
腰
を
か
け
て
ゐ
る
と
、
舷
側
に
ぶ
つ
か
る
浪
の
水
沫

が
、
時
時
頭
の
上
へ
も
降
り
か
か
つ
て
来
る
。
海
は
勿
論

ま
つ
白
に
な
つ
て
、
底
が
轟
轟
煮
え
返
つ
て
ゐ
る
。
そ
の

向
う
に
何
処
か
の
島
の
影
が
、
ぼ
ん
や
り
浮
ん
で
来
た
と

思
つ
た
ら
、
そ
れ
は
九
州
の
本
土
だ
つ
た
。
（
中
略
）
そ

の
内
に
隣
の
馬
杉
君
は
、
バ
ア
か
何
処
か
へ
行
つ
て
し
ま

つ
た
。
私
は
や
は
り
悠
然
と
、
籐
椅
子
に
腰
を
下
し
て
ゐ

る
。
は
た
眼
に
は
悠
悠
と
構
へ
て
ゐ
て
も
、
頭
の
中
の
不

安
は
そ
ん
な
も
の
ぢ
や
な
い
。
少
し
で
も
体
を
動
か
し
た

が
最
後
、
す
ぐ
に
目
ま
ひ
が
し
さ
う
に
な
る
。
そ
の
上
ど

う
や
ら
胃
袋
の
中
も
、
穏
や
か
な
ら
な
い
気
が
し
出
し
た
。

私
の
前
に
は
一
人
の
水
夫
が
、
絶
え
ず
甲
板
を
往
来
し
て

ゐ
る
。
（
こ
れ
は
後
に
発
見
し
た
事
だ
が
、
彼
も
亦
実
は

憐
れ
む
べ
き
船
酔
ひ
患
者
の
一
人
だ
つ
た
の
で
あ
る
。
）

そ
の
目
ま
ぐ
る
し
い
往
来
も
、
私
に
は
妙
に
不
愉
快
だ
つ

た
。
（
中
略
）
海
は
昨
日
荒
れ
た
事
も
、
も
う
け
ろ
り
と

忘
れ
た
や
う
に
、
蒼
蒼
と
和
ん
だ
右
舷
の
向
う
へ
、
済
州

島
の
影
を
横
へ
て
ゐ
る
。 

  

「
上
海
游
記
」
冒
頭
部
、
玄
界
灘
航
行
の
記
述
で
あ
る
。
こ
こ

に
も
、
荒
れ
狂
う
海
を
乗
り
切
っ
た
あ
と
、
お
だ
や
か
な
海
に
出

合
う
と
い
う
教
材
「
ソ
コ
ト
ラ
島
」
と
同
様
の
経
過
が
書
か
れ
て

い
る
が
、
船
上
の
属
目
と
己
の
心
中
が
あ
わ
せ
表
現
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
明
治
以
来
、
小
説
等
を
通
し
て
成
熟
し

て
き
た
い
わ
ゆ
る
「
言
文
一
致
」
の
流
れ
を
う
け
た
文
体
で
あ
っ

て
、
こ
れ
も
ま
た
大
正
期
の
日
本
語
が
到
達
し
た
一
方
の
果
実
で

あ
っ
た
。 

 
な
お
、
例
文
の
引
用
は
省
略
す
る
が
、
「
ソ
コ
ト
ラ
島
」
と
同

じ
よ
う
に
、
「
描
写
」
部
に
「
漢
文
訓
読
」
的
な
文
体
を
生
か
し
、

「
叙
述
」
部
に
「
言
文
一
致
」
的
な
文
体
を
生
か
す
書
き
方
は
、

『
農
村
用
高
等
小
學
讀
本
』
巻
一
の
「
動
物
を
愛
せ
よ
」
で
も
巻

ま 

す
ぎ 

よ
こ
た 

し
ぶ
き

な
ご 
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三
の
「
デ
ン
マ
ー
ク
の
農
業
」
で
も
同
様
に
認
め
ら
れ
る
。 

  
⑵
「
歐
州
め
ぐ
り
」
の
場
合 

 

『
紀
行
』
を
資
料
と
し
て
『
サ
ク
ラ
読
本
』
の
た
め
に
井
上
が

執
筆
し
た
尋
常
科
用
教
材
で
は
、
「
漢
文
訓
読
」
的
な
文
体
は
姿

を
消
し
、
平
明
な
「
言
文
一
致
」
的
な
文
体
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。

尋
常
科
用
で
あ
る
た
め
に
、
情
景
を
描
く
場
面
が
少
な
く
、
事
態

の
展
開
や
人
の
行
動
と
心
情
を
叙
述
す
る
場
面
が
多
く
な
っ
た
こ

と
に
加
え
て
、
こ
の
読
本
が
使
用
さ
れ
は
じ
め
た
昭
和
八
年
頃
に

は
「
漢
文
訓
読
」
的
な
文
体
自
体
が
次
第
に
用
い
ら
れ
な
く
な
っ

て
き
た
こ
と
に
も
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
「
歐
州
め
ぐ
り
」
の
う
ち

「
イ
タ
リ
ヤ
め
ぐ
り
」
の
一
節
を
引
用
し
て
検
証
し
て
み
よ
う
。 

  

「
イ
タ
リ
ヤ
め
ぐ
り
」
（
教
材
本
文
） 

 
 
 
 

フ
ロ
ー
レ
ン
ス
に
イ
タ
リ
ヤ
の
古
美
術
を
た
づ
ね
て
か

ら
、
ベ
ニ
ス
へ
向
か
は
う
と
す
る
汽
車
中
の
こ
と
で
あ
つ

た
。
も
う
餘
程
目
的
地
へ
近
く
な
つ
た
頃
、
或
驛
で
停
車

す
る
と
、
ど
や
〱
と
此
の
國
の
青
年
が
四
五
人
は
い
つ
て

來
て
、
私
の
そ
ば
に
腰
を
か
け
た
。
し
き
り
に
「
ジ
ャ
ポ

ネ
ー
ゼ
、
ジ
ャ
ポ
ネ
ー
ゼ
。
」
と
さ
さ
や
く
の
が
聞
え
る
。

イ
タ
リ
ヤ
語
を
知
ら
ぬ
私
に
も
、
そ
れ
が
「
日
本
人
」
と

い
ふ
意
味
だ
と
見
當
は
つ
く
。
す
る
と
、
一
人
の
青
年
が

私
の
前
に
立
つ
て
、 

 
 
 
 

「
あ
な
た
は
日
本
の
方
で
す
か
。
」 

と
、
は
つ
き
り
日
本
語
で
言
つ
た
。
今
、
各
國
で
日
本
語

の
研
究
が
盛
で
あ
る
こ
と
は
聞
い
て
ゐ
た
が
、
ヨ
ー
ロ
ツ

パ
に
來
て
、
外
國
人
に
日
本
語
で
話
し
か
け
ら
れ
た
の
は

こ
れ
が
始
め
て
で
あ
る
。 

 
 
 
 

「
さ
う
で
す
。
」 

 
 
 
 

「
私
は
日
本
語
を
二
年
程
勉
強
し
て
ゐ
ま
す
。
」 

か
な
り
正
し
い
発
音
で
あ
る
。
他
の
青
年
た
ち
は
、
に
こ

に
こ
し
な
が
ら
、
半
ば
不
思
議
さ
う
に
、
私
と
か
の
青
年

の
顔
を
見
く
ら
べ
て
ゐ
た
。 

 

該
当
す
る
『
紀
行
』
原
文 

 
 
 
 

藝
術
の
古
都
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
出
發
し
て
ヴ
ェ
ネ
チ
ア

へ
と
旅
立
つ
。
（
中
略
）
右
は
笑
ふ
が
如
き
な
だ
ら
か
な

岡
、
左
は
遥
か
に
ア
ル
ノ
の
平
野
が
展
開
し
て
、
其
の
果

に
春
霞
を
着
た
遠
山
が
夢
の
や
う
に
連
亘
す
る
。
（
中

略
）
ど
や
〱
と
私
た
ち
の
コ
ン
パ
ー
ト
メ
ン
ト
に
、
四
五

人
の
伊
太
利
青
年
が
詰
掛
け
て
、
席
は
忽
ち
一
杯
に
な
つ

た
。
彼
等
は
一
齊
に
私
た
ち
を
見
て
「
ヤ
ポ
ネ
、
ヤ
ポ

ネ
」
私
語
い
て
は
、
袖
を
引
合
つ
て
ゐ
る
。
（
中
略
）
其

の
一
人
の
青
年
が
私
た
ち
の
真
向
へ
に
移
つ
て
、 

 
 

 
 

「
あ
な
た
方
は
日
本
の
お
方
で
い
ら
つ
し
や
い
ま
す

か
。
」 

 
 
 

と
、
朗
讀
口
調
の
、
然
し
か
な
り
鮮
か
な
發
音
の
日
本
語

で
持
ち
か
け
た
。
さ
う
し
て
他
の
青
年
た
ち
は
、
此
の
異

國
の
言
葉
が
私
た
ち
に
ど
う
い
ふ
効
果
を
與
へ
る
か
を
確

め
る
や
う
な
顔
附
で
、
私
た
ち
を
見
ま
も
つ
た
。
（
『
紀

行
』
五
六
三
～
五
六
五
頁
） 



－38－ 

  

原
文
の
車
窓
風
景
の
描
写
部
に
用
い
ら
れ
て
い
た
「
漢
文
訓

読
」
的
な
表
現
は
教
材
に
は
と
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。 

  

二
、
教
材
「
パ
ナ
マ
運
河
」
は
ど
の
よ
う
に
書
き
改
め
ら
れ
た

か 

  

『
サ
ク
ラ
讀
本
』
編
集
の
基
本
的
立
場
に
つ
い
て
井
上
は
「
教

育
の
児
童
主
義
が
、
世
界
の
大
き
な
動
き
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に

知
っ
た
以
上
、
児
童
の
心
理
、
生
理
、
生
活
を
教
育
的
に
教
科
書

の
正
面
に
押
し
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ま
し
た
。
」

（
註

17
）

と
説
明
し
て
い
る
が
、
教
材
「
パ
ナ
マ
運
河
」
の
改
訂
に

お
い
て
そ
の
考
え
は
ど
の
よ
う
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
『
白
讀
本
』
の
時
代
（
大
正
後
期
）
か
ら
『
サ
ク
ラ
讀
本
』

の
時
代
（
昭
和
初
期
）
へ
と
、
通
用
の
日
本
語
口
語
文
の
文
体
自

体
も
変
容
し
て
い
る
の
で
、
改
訂
の
背
後
に
は
一
般
的
な
文
体
の

変
容
に
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
ろ
う
が
、
教
材
と
し
て
の
配

慮
か
ら
な
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
改
訂
の
あ
と
を
た
ど
る
こ
と
を
通

し
て
、
井
上
の
教
材
観
の
深
化
の
あ
と
、
な
い
し
は
『
サ
ク
ラ
讀

本
』
の
特
質
の
一
端
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

両
教
材
の
冒
頭
と
末
尾
を
対
照
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。 

  

『
白
讀
本
』
所
載
「
パ
ナ
マ
運
河
」
冒
頭 

 
 
 

北
ア
メ
リ
カ
が
南
ア
メ
リ
カ
に
續
く
部
分
は
、
パ
ナ
マ
地

峡
と
い
つ
て
、
地
形
が
き
は
め
て
細
長
く
な
つ
て
ゐ
る
。

此
の
地
峡
に
造
つ
た
運
河
が
、
世
界
に
名
高
い
パ
ナ
マ
運

河
で
あ
る
。 

 
 
 

パ
ナ
マ
地
峡
は
一
帶
に
小
山
が
起
伏
し
て
ゐ
る
上
に
、
地

層
に
は
か
た
い
岩
石
が
多
い
。
其
の
外
に
も
い
ろ

〱

の
理
由
が
あ
る
の
で
、
此
の
地
峡
を
切
通
し
、
平
か
な
掘

割
を
造
つ
て
太
平
大
西
兩
洋
の
水
を
通
は
せ
る
こ
と
は
到

底
出
來
ぬ
事
で
あ
つ
た
。
そ
こ
で
此
の
運
河
は
、
非
常
に

變
つ
た
仕
組
に
出
來
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。 

 

『
サ
ク
ラ
讀
本
』
所
載
「
パ
ナ
マ
運
河
」
冒
頭 

 
 
 
 

世
界
地
圖
を
見
て
、
誰
で
も
ち
よ
つ
と
不
思
議
に
思
ふ

の
は
、
北
ア
メ
リ
カ
と
南
ア
メ
リ
カ
の
二
大
陸
が
、
ま
る

で
紐
の
や
う
に
細
長
い
地
峡
で
つ
な
が
つ
て
ゐ
る
こ
と
で

す
。
ち
や
う
ど
飴
で
も
引
き
の
ば
し
た
時
の
や
う
に
、
切

れ
さ
う
で
切
れ
な
い
と
い
つ
た
か
つ
か
う
で
す
。 

 
 
 
 

若
し
あ
そ
こ
が
少
し
で
も
切
れ
て
ゐ
た
ら
、
自
由
自
在

に
船
も
通
れ
る
で
せ
う
が
、
如
何
に
細
い
に
し
て
も
そ
れ

が
續
い
て
ゐ
た
の
で
は
、
は
る
〲
南
ア
メ
リ
カ
の
南
端
を

大
廻
り
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
あ
そ
こ
へ

運
河
を
作
ら
う
と
い
ふ
こ
と
は
、
何
百
年
も
前
か
ら
考
へ

ら
れ
た
こ
と
で
し
た
。 

 
 
 
 

と
こ
ろ
で
、
あ
の
細
長
い
地
峡
は
、
地
圖
で
見
れ
ば
何

で
も
な
い
や
う
に
見
え
な
が
ら
、
實
は
兩
大
陸
を
つ
な
ぐ

火
山
地
帶
で
、
至
る
所
岩
だ
ら
け
山
だ
ら
け
な
の
で
す
。

か
う
し
た
場
所
を
掘
割
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
並
大
て
い
の

仕
事
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
計
畫
は
何
べ
ん
か
立
て
ら
れ
、

け
ふ 

ひ
も 

あ
め 
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工
事
も
失
敗
を
く
り
か
へ
し
ま
し
た
が
、
し
か
し
と
う
〱

出
來
上
つ
て
、
今
で
は
、
大
き
な
商
船
で
も
軍
艦
で
も
、

通
り
抜
け
ら
れ
る
や
う
に
な
り
ま
し
た
。
世
界
に
有
名
な

パ
ナ
マ
運
河
と
い
ふ
の
が
そ
れ
な
の
で
す
。 

 
 
 
 

し
か
し
、
い
く
ら
人
間
や
機
械
の
力
が
進
ん
だ
に
し
て

も
、
此
の
岩
だ
ら
け
、
山
だ
ら
け
の
土
地
を
掘
割
つ
て
、

海
面
と
同
じ
高
さ
に
水
を
通
す
こ
と
は
、
中
々
出
來
さ
う

に
あ
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
パ
ナ
マ
運
河
は
、
す
こ
ぶ
る

變
つ
た
仕
組
に
作
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
の
で
す
。                               

  

『
白
讀
本
』
所
載
「
パ
ナ
マ
運
河
」
末
尾 

 
 
 

米
國
が
此
の
運
河
を
造
る
に
成
功
し
た
の
は
、
主
と
し
て
、

最
新
の
學
理
を
應
用
し
た
か
ら
で
あ
つ
た
。
衛
生
の
設
備

を
よ
く
し
て
危
險
な
病
氣
を
根
絶
し
、
幾
萬
の
從
業
者
の

健
康
を
は
か
つ
た
事
や
、
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
文
明
の
利

器
を
運
用
し
て
、
山
を
く
づ
し
、
地
を
う
が
ち
、
河
水
を

せ
き
止
め
た
事
な
ど
、
一
と
し
て
そ
れ
な
ら
ぬ
も
の
は
無

い
。
昔
、
太
平
大
西
洋
の
間
を
往
來
す
る
船
は
、
は
る
か

南
ア
メ
リ
カ
の
南
端
を
大
廻
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ

た
。
し
か
し
パ
ナ
マ
運
河
の
開
通
以
來
は
、
此
の
不
便
が

無
く
な
り
。
し
た
が
つ
て
世
界
の
航
路
に
大
き
な
變
動
を

生
じ
た
の
で
あ
る
。 

 

『
サ
ク
ラ
讀
本
』
所
載
「
パ
ナ
マ
運
河
」
末
尾 

 
 
 
 

此
の
運
河
を
作
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ

合
衆
國
で
し
た
。
そ
れ
が
た
め
に
、
毎
日
三
萬
何
千
人
の

人
々
が
働
き
續
け
て
、
十
年
と
い
ふ
長
い
月
日
が
か
ゝ
り

ま
し
た
。
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
ち
ゑ
を
し
ぼ
り
、
機
械
と
い

ふ
機
械
を
使
つ
て
、
熱
帶
の
密
林
を
開
き
、
氣
ち
が
ひ
の

や
う
に
あ
ふ
れ
る
川
を
制
し
、
頑
固
な
岩
山
を
切
開
い
て
、

巧
み
に
此
の
文
明
的
大
工
事
を
し
と
げ
た
の
で
す
。
出
來

上
つ
た
の
は
、
我
が
大
正
三
年
八
月
の
こ
と
で
し
た
。 

 
 
 
 

し
か
し
、
此
の
大
工
事
の
裏
に
は
、
も
つ
と
偉
大
な
仕

事
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
目
に
見
え
ぬ
熱
帶
の
傳
染

病
と
の
戰
で
し
た
。
も
と
此
の
地
方
に
流
行
し
た
マ
ラ
リ

ア
と
黄
熱
病
が
、
か
つ
て
は
何
萬
と
い
ふ
西
洋
人
の
命
を

奪
つ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
殊
に
、
一
度
黄
熱
病
に
か
ゝ

つ
た
が
最
後
、
人
は
熱
に
う
な
さ
れ
、
黄
色
く
な
つ
て
、

ば
た

〲
死
ん
で
行
き
ま
す
。
幸
ひ
、
此
の
病
氣
の
な

か
だ
ち
を
す
る
も
の
が
、
蚊
で
あ
る
こ
と
が
分
か
つ
た
の

で
、
水
た
ま
り
を
乾
か
し
、
み
ぞ
を
埋
め
、
水
道
を
設
け
、

下
水
を
完
全
に
し
、
道
路
を
鋪
裝
し
て
、
昔
の
不
健
康
地

を
一
變
す
る
こ
と
に
成
功
し
ま
し
た
。
若
し
此
の
仕
事
が

進
ま
な
か
つ
た
ら
、
よ
し
何
萬
何
十
萬
の
人
が
こ
ゝ
に
送

ら
れ
て
來
よ
う
と
も
、
パ
ナ
マ
運
河
は
完
成
し
な
か
つ
た

か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

  
児
童
の
心
理
や
生
活
に
即
し
た
表
現
へ
と
改
訂
し
よ
う
と
す
る

意
図
の
く
み
取
れ
る
箇
所
を
、
右
に
例
示
し
た
部
分
を
中
心
に
、

幾
箇
所
か
取
り
出
し
て
み
よ
う
。
（
『
白
讀
本
』
の
本
文
に
は
○

印
、
『
サ
ク
ラ
読
本
』
の
本
文
に
は
◎
印
を
付
し
た
） 

が
っ
し
ゅ
う 

ぐ
わ
ん
こ 

ゐ 

だ
い 

か 

ほ 

さ
う 
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⑴ 

『
白
讀
本
』
で
は
第
三
者
的
、
観
察
者
的
な
視
点
に
立
つ
、

冷
静
で
理
詰
め
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
『
サ
ク
ラ
読

本
』
で
は
当
事
者
的
な
視
点
に
立
ち
、
人
の
行
為
や
感
情
に
も

か
か
わ
っ
た
説
明
が
な
さ
れ
て
お
り
、
総
体
と
し
て
「
人
間
的

な
」
教
材
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。 

 

○
北
ア
メ
リ
カ
が
南
ア
メ
リ
カ
に
續
く
部
分
は
、
パ
ナ
マ
地
峡

と
い
つ
て
、
地
形
が
き
は
め
て
細
長
く
な
つ
て
ゐ
る
。
（
観

察
者
的
な
視
点
か
ら
書
き
出
し
て
い
る
） 

 

◎
世
界
地
圖
を
見
て
、
誰
で
も
ち
よ
つ
と
不
思
議
に
思
ふ
の
は
、

北
ア
メ
リ
カ
と
南
ア
メ
リ
カ
の
二
大
陸
が
、
ま
る
で
紐
の
や

う
に
細
長
い
地
峡
で
つ
な
が
つ
て
ゐ
る
こ
と
で
す
。
（
「
誰

で
も
・
・
・
・
思
ふ
」
な
ど
人
間
的
、
主
体
的
な
反
応
か
ら

書
き
出
し
て
い
る
。
） 

  

○
米
國
が
此
の
運
河
を
造
る
に
成
功
し
た
の
は
・
・
・
・
（
た

ず
さ
わ
っ
た
人
へ
の
言
及
は
な
い
） 

 

◎
此
の
運
河
を
作
る
こ
と
に
成
功
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆

國
で
し
た
。
そ
れ
が
た
め
に
、
毎
日
三
萬
何
千
人
の
人
々
が

働
き
續
け
て
、
十
年
と
い
ふ
長
い
月
日
が
か
ゝ
り
ま
し
た
。

（
工
事
に
従
事
し
た
人
数
、
工
事
の
年
月
を
取
り
上
げ
て
い

る
） 

  

○
衛
生
の
設
備
を
よ
く
し
て
危
險
な
病
氣
を
根
絶
し
、
幾
萬
の

從
業
者
の
健
康
を
は
か
つ
た
（
行
為
の
実
際
に
つ
い
て
の
言

及
は
な
い
） 

 

◎
し
か
し
、
此
の
大
工
事
の
裏
に
は
、
も
つ
と
偉
大
な
仕
事
が

あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
目
に
見
え
ぬ
熱
帶
の
傳
染
病
と
の

戰
で
し
た
。
・
・
・
（
以
下
実
際
を
詳
述
）
・
・
・
・
道
路

を
鋪
裝
し
て
、
昔
の
不
健
康
地
を
一
變
す
る
こ
と
に
成
功
し

ま
し
た
。
若
し
此
の
仕
事
が
進
ま
な
か
つ
た
ら
、
よ
し
何
萬

何
十
萬
の
人
が
こ
ゝ
に
送
ら
れ
て
來
よ
う
と
も
、
パ
ナ
マ
運

河
は
完
成
し
な
か
つ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
（
難
工
事
を
裏

で
支
え
た
人
事
的
な
貢
献
の
一
つ
と
し
て
伝
染
病
と
の
戦
い

に
つ
い
て
詳
述
し
て
い
る
。
） 

  

○
今
太
平
洋
の
方
か
ら
此
の
運
河
を
通
る
と
す
る
。
船
は
先
づ

海
か
ら
廣
い
掘
割
に
は
い
る
。
し
ば
ら
く
進
む
と
水
門
が
あ

つ
て
、
行
く
て
を
さ
へ
ぎ
つ
て
ゐ
る
。
近
づ
く
と
、
・
・
・ 

 

◎
今
、
太
平
洋
の
方
か
ら
此
の
運
河
へ
入
る
と
し
ま
せ
う
。
最

初
は
・
・
・
行
く
と
、
向
か
ふ
に
大
き
な
水
門
が
現
れ
ま
す
。 

 
 

（
井
上
は
『
白
讀
本
』
で
「
運
河
通
過
の
実
感
」
に
言
及
で

き
な
か
っ
た
こ
と
を
心
残
り
と
し
て
い
た
が
、
『
サ
ク
ラ
読

本
』
で
は
運
河
を
通
過
す
る
人
の
視
点
か
ら
書
い
て
い

る
。
） 

 
⑵ 
児
童
の
生
活
感
に
即
し
た
表
現
が
多
用
さ
れ
て
い
る 

 

○
パ
ナ
マ
地
峡
は
一
帶
に
小
山
が
起
伏
し
て
ゐ
る
上
に
、
地
層

に
は
か
た
い
岩
石
が
多
い
。 

 

◎
地
図
で
見
れ
ば
何
で
も
無
い
や
う
に
見
え
な
が
ら
、
實
は
兩

ひ
も 

け
ふ 

が
っ
し
ゅ
う 

い 

だ
い 

ほ 

さ
う 
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大
陸
を
つ
な
ぐ
火
山
地
帯
で
、
至
る
所
岩
だ
ら
け
山
だ
ら
け

な
の
で
す
。 

  

○
地
形
が
き
は
め
て
細
長
く
な
っ
て
ゐ
る
。 

 

◎
ま
る
で
紐
の
や
う
に
細
長
い
地
峡
で
つ
な
が
つ
て
ゐ
る 

 

◎
ち
や
う
ど
飴
で
も
引
き
の
ば
し
た
時
の
や
う
に 

 

◎
ち
や
う
ど
團
子
の
串
刺
し
の
や
う
に 

  

○
ほ
と
ん
ど
あ
ら
ゆ
る
文
明
の
利
器
を
運
用
し
て
、
山
を
く
づ

し
、
地
を
う
が
ち
、
河
水
を
せ
き
止
め
た 

 

◎
あ
ら
ゆ
る
人
間
の
ち
ゑ
を
し
ぼ
り
、
機
械
と
い
ふ
機
械
を
使

つ
て
、
熱
帶
の
密
林
を
開
き
、
氣
ち
が
ひ
の
や
う
に
あ
ふ
れ

る
川
を
制
し
、
頑
固
な
岩
山
を
切
開
い
て
、
巧
み
に
此
の
文

明
的
大
工
事
を
し
と
げ
た
の
で
す
。 

 

⑶ 

児
童
の
心
理
に
即
し
、
ス
リ
ル
、
意
外
性
あ
る
い
は
感
覚
的

な
反
応
を
誘
う
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。 

 

○
此
の
高
い
湖
と
低
い
掘
割
を
何
の
仕
掛
も
な
し
に
連
結
す
れ

ば
、
湖
の
水
は
瀧
の
や
う
に
掘
割
へ
落
込
ん
で
、
と
て
も
船

を
通
す
こ
と
は
出
來
な
い
・
・
・
・ 

 

◎
此
の
高
さ
の
違
う
水
面
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
れ
ん
ら
く
す
る

か
、
こ
こ
が
パ
ナ
マ
運
河
の
構
造
の
一
番
面
白
い
と
こ
ろ
で

す 

  

○
ガ
ツ
ン
湖
と
い
つ
て
、
廣
さ
が
霞
が
浦
の
二
倍
以
上
も
あ
る

大
き
な
人
造
湖
で
、
・
・
・
・ 

 

◎
こ
れ
は
日
本
の
霞
浦
の
二
倍
も
あ
ら
う
と
い
ふ
大
き
さ
で
、

し
か
も
人
間
の
力
で
出
來
た
湖
と
聞
く
と
、
全
く
驚
か
さ
れ

ま
す
。 

  

◎
一
度
黄
熱
病
に
か
ゝ
つ
た
が
最
後
、
人
は
熱
に
う
な
さ
れ
、 

黄
色
く
な
つ
て
、
ば
た
〲
死
ん
で
行
き
ま
す
。 

  

お
わ
り
に 

  

以
上
、
本
論
文
で
は
井
上
赳
の
執
筆
し
た
教
材
を
観
察
す
る
こ

と
を
通
し
て
井
上
の
教
材
観
の
一
端
を
検
証
す
る
こ
と
を
試
み
た
。 

 

一
で
は
井
上
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
国
を
歴
訪
す
る
間
に
「
教
材
作

成
の
た
め
の
資
料
」
と
し
て
記
述
し
た
著
書
『
印
象
紀
行 

祖
國

を
出
で
て
』
の
文
章
が
教
材
と
し
て
ど
の
よ
う
に
生
か
さ
れ
た
か

を
見
た
。
井
上
の
紀
行
文
は
、
実
地
に
見
聞
し
て
心
打
た
れ
た
こ

と
が
ら
に
つ
い
て
、
「
描
写
」
部
分
は
格
調
に
富
む
い
わ
ゆ
る

「
訓
読
」
的
な
文
体
で
、
人
事
、
心
理
、
事
理
等
の
「
叙
述
」
部

分
は
い
わ
ゆ
る
「
言
文
一
致
」
的
な
文
体
で
書
か
れ
て
い
た
。
高

等
科
用
の
教
材
で
は
原
文
が
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
と
り
い
れ
ら
れ
た
。

生
徒
た
ち
は
こ
の
二
系
統
の
文
体
を
含
む
教
材
を
繰
り
返
し
朗
読

し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
暗
唱
す
る
な
ど
し
て
学
習
し
た
。
次
期
の

国
定
読
本
『
サ
ク
ラ
讀
本
』
の
高
等
科
用
は
編
集
さ
れ
な
い
ま
ま

制
度
が
改
ま
っ
た
た
め
、
こ
の
高
等
科
用
読
本
は
長
く
使
用
さ
れ

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
の
読
本
の
教
材
文
は
国
民
の
文
体
感
覚
の

か
す
み 
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形
成
に
多
大
の
影
響
を
与
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。 

 

二
で
は
井
上
が
『
白
讀
本
』
の
た
め
に
執
筆
し
、
不
本
意
な
出

来
と
し
て
い
た
教
材
「
パ
ナ
マ
運
河
」
を
、
『
サ
ク
ラ
讀
本
』
の

た
め
に
改
訂
し
た
あ
と
を
た
ど
る
こ
と
を
通
し
て
、
児
童
の
心
理

と
生
活
に
即
し
て
行
こ
う
と
し
た
井
上
の
教
材
観
が
、
ど
の
よ
う

に
具
現
化
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
検
証
を
試
み
た
。 

 

註 １ 

昭
和
十
八
（
一
九
四
三
）
年
・
井
上
赳
先
生
國
語
讀
本
編
修
二
十
年
記

念
會
刊
。 

２ 

こ
の
場
合
「
作
」
と
い
っ
て
も
、
教
材
と
し
て
教
科
書
に
載
る
ま
で
に

は
文
部
省
内
の
諸
会
議
で
の
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
、
厳
密

に
は
「
提
案
原
稿
の
作
成
」
を
意
味
し
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。 

３ 

大
正
七
（
一
九
一
八)

年
に
使
用
開
始
さ
れ
た
国
定
第
二
期
の
読
本
。 

４ 

「
讀
本
編
集
三
十
年
」
、
昭
和
二
六
（
一
九
五
一
）
年
七
月
・
刀
江
書

院
刊
『
國
語
教
育
講
座
』
第
五
巻
所
収
、
古
田
東
朔
『
国
定
教
科
書
編

集
二
十
五
年
』
、
昭
和
五
九
（
一
九
八
四
）
年
・
武
蔵
野
書
院
刊
、
九

二
頁
。 

５ 

『
尋
常
小
学
国
語
読
本
』
、
昭
和
五
一
（
一
九
七
六
）
年
・
中
公
新
書
、

九
〇
頁
。 

６ 

同
書
一
〇
四
頁
。 

７ 

同
書
一
五
五
頁
。 

８ 

井
上
赳
著
『
印
象
紀
行 

祖
國
を
出
で
ゝ
』
、
昭
和
六
（
一
九
三
一
）

年
・
明
治
圖
書
刊
。 

９ 

「
國
定
讀
本
の
編
集
」
、
昭
和
三
四
（
一
九
五
九
）
年
・
「
実
践
国

語
」
連
載
、
『
国
定
教
科
書
編
集
二
十
五
年
』
三
一
頁
。 

10 

昭
和
二
（
一
九
二
七
）
年
に
使
用
開
始
さ
れ
た
国
定
読
本
。 

11 

昭
和
八
（
一
九
三
三
）
年
に
使
用
開
始
さ
れ
た
国
定
第
三
期
の
読
本
。 

12 

『
紀
行
』
は
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
五
月
二
十
五
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
を
離
れ
て
ア
メ
リ
カ
に
向
か
う
と
こ
ろ
で
終
わ
っ
て
い
る
。
井
上
は

同
年
七
月
二
十
二
日
に
は
帰
国
し
て
お
り
、
パ
ナ
マ
運
河
訪
問
の
余
裕

は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
井
上
の
他
の
発
表
物
に
も
パ
ナ
マ
運

河
を
訪
れ
た
と
い
う
言
及
は
見
当
た
ら
な
い
。 

13 

日
本
語
の
口
語
文
に
「
漢
文
訓
読
」
の
流
れ
を
う
け
た
文
体
な
い
し
文

脈
と
、
「
言
文
一
致
」
の
流
れ
を
う
け
た
そ
れ
と
の
二
つ
の
流
れ
を
認

め
る
見
方
に
つ
い
て
は
、
齋
藤
希
史
『
漢
文
脈
と
近
代
日
本
―
も
う
一

つ
の
こ
と
ば
の
世
界
―
』
（
二
〇
〇
七
年
・
日
本
放
送
出
版
協
会
刊
）

に
示
唆
を
受
け
た
。 

14 

明
治
一
四
（
一
八
八
一
）
年
「
花
月
新
誌
」
連
載
、
新
日
本
古
典
文
学

大
系
５
「
海
外
見
聞
集
」
、
二
〇
〇
九
年
・
岩
波
書
店
刊
、
二
六
八
頁
。 

15 

明
治
二
二
（
一
八
八
九
）
年
「
衛
生
新
誌
」
連
載
、
新
日
古
典
文
学
大

系
５
「
海
外
見
聞
集
」
、
二
〇
〇
九
年
・
岩
波
書
店
刊
、
四
二
九
頁
、

原
文
は
漢
文
）
。 

16 

大
正
一
〇
（
一
九
二
一
）
年
「
大
阪
毎
日
新
聞
」
連
載
、
後
に
『
支
那

游
記
』
、
大
正
一
四
年
（
一
九
二
五
年
）
・
改
造
社
刊
）
に
収
め
ら
れ

た
。
『
芥
川
龍
之
介
全
集
第
八
巻
』
、
一
九
九
六
年
・
岩
波
書
店
刊
、

六
～
八
頁
。 

17 

「
國
定
讀
本
の
編
集
」
、
『
国
定
教
科
書
編
集
二
十
五
年
』
三
七
頁
。 




