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【
書
評
】『
国
語
教
育
の
危
機
　

―
　

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
と
新
学
習
指
導
要
領
』　　
　

古
田
島
洋
介
＊
日
本
文
化
学
科　

教
授

新
た
な
「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
」
が
二
〇
二
一
年
一
月
に
第
一
回
、
二
〇
二
二
年

一
月
に
第
二
回
と
マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
で
実
施
さ
れ
て
ゐ
る
。
本
稿
がW

eb

上
で

公
開
さ
れ
る
こ
ろ
に
は
、
す
で
に
二
〇
二
三
年
一
月
を
以
て
第
三
回
が
実
施
済
み
の

こ
と
だ
ら
う
。
そ
こ
に
至
る
事
情
や
現
状
に
つ
い
て
は
、
紅
野
謙
介
氏
が
本
書
に
引

き
続
き
編
集
し
た
『
ど
う
す
る
？

ど
う
な
る
？

こ
れ
か
ら
の
「
国
語
」
教
育
』

（
幻
戯
書
房
、
二
〇
一
九
年
）
や
本
書
の
続
篇
と
も
称
す
べ
き
『
国
語
教
育 

混
迷
す

る
改
革
』（
筑
摩
書
房
《
ち
く
ま
新
書
》
1468
二
〇
二
〇
年
）
な
ど
を
お
読
み
い
た
だ

け
れ
ば
よ
い
。
は
る
か
格
下
の
私
が
に
は
か

4

4

4

勉
強
で
賢
し
ら
批
評
を
加
へ
る
な
ぞ
僭せ
ん

越え
つ

に
し
て
失
礼
の
骨
頂
だ
ら
う
。

　

け
れ
ど
も
、
本
書
の
或
る
一
節
に
つ
い
て
だ
け
は
、
ど
う
し
て
も
訴
へ
て
お
き
た

い
こ
と
が
あ
る
。
少
々
大
げ
さ
に
言
へ
ば
、
日
本
全
国
の
国
語
科
教
員
・
高
校
生
、

そ
し
て
誰
よ
り
も
受
験
生
に
不
正
確
な
知
識
を
広
め
る
虞お
そ
れが
あ
り
、
以
て
漢
文
教
育

廃
止
論
者
に
附
け
入
る
隙す

き

を
与
へ
か
ね
な
い
か
ら
だ
。
本
書
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
已す
で

に
経
る
こ
と
四
年
餘
、
遅
き
に
失
し
た
と
は
い
へ
、
決
し
て
看み

過す

ご
す
わ
け
に
は
ゆ

か
な
い
。

　

本
書
の
第
4
章
と
第
5
章
は
、「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
」
を
想
定
し
て
二
〇
一

七
年
十
一
月
に
実
施
さ
れ
た
「
試
行
調
査
（
プ
レ
テ
ス
ト
）」
の
分
析
に
当
て
ら
れ

て
ゐ
る
。
第
4
章
が
「
プ
レ
テ
ス
ト
の
分
析
1

―
記
述
式
問
題
」、
第
5
章
が

「
プ
レ
テ
ス
ト
の
分
析
2

―
マ
ー
ク
シ
ー
ト
式
問
題
」
と
の
構
成
だ
。
当
該
プ
レ

テ
ス
ト
の
「
国
語
」
は
、
約
一
千
九
百
校
か
ら
高
校
二
年
生
以
上
の
生
徒
約
六
万
五

千
人
が
受
検
し
た
と
の
由
で
あ
る
（
一
五
四
）
1
（

頁
）。
そ
の
正
答
に
つ
い
て
主
催
者
の

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
が
責
を
負
ふ
こ
と
は
言
ふ
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、
そ
の
試
験
問

題
を
分
析
し
て
解
説
・
批
判
を
加
へ
つ
つ
正
答
を
掲
げ
た
本
書
に
も
相
応
の
責
任
が

あ
る
は
ず
だ
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
述
べ
る
の
は
、
本
書
の
掲
げ
た
正
答
に
異
を
唱
へ

る
性
質
の
話
柄
で
は
な
い
。
正
答
の
判
断
の
仕
方
が
腑ふ

に
落
ち
な
い
と
の
話
で
あ
る
。

【
書
評
】

紅
野
謙
介
『
国
語
教
育
の
危
機
　

―
　

大
学
入
学

共
通
テ
ス
ト
と
新
学
習
指
導
要
領
』

（
筑
摩
書
房
《
ち
く
ま
新
書
》
1354
二
〇
一
八
年
）

古
田
島
洋
介＊

一

　

本
書
の
趣
旨
そ
の
も
の
に
異
議
を
差
し
挟
む
つ
も
り
は
毫
も
な
い
。
産
官
主
導
の

も
と
、
国
語
屋0

た
ち
が
馳は

せ
参
じ
、
国
語
を
小
賢
し
く
も
「
資
料
」
操
作
の
科
目
と

し
て
扱
ひ
、
そ
の
詩テ

ク
ス
ト文

を
生
意
気
に
も
「
情
報
」
と
捉
へ
て
、
あ
れ
や
こ
れ
や
図
入

り
・
表
入
り
・
写
真
入
り
の
文
章
を
賑に

ぎ

々に
ぎ

し
く
並
べ
立
て
る

―
限
ら
れ
た
時
間
で

解
答
を
迫
ら
れ
る
受
験
生
に
と
つ
て
、
あ
た
か
も
一
分
将
棋
よ
ろ
し
く
の
時
間
責
め

で
は
な
い
か
。
幸
ひ
、
誰
が
ど
う
見
て
も
採
点
基
準
の
設
定
と
採
点
期
間
の
日
数
に

無
理
を
来
た
す
記
述
式
問
題
は
出
題
が
見
送
ら
れ
た
。
し
か
し
、
周
知
の
ご
と
く
、

い
は
ゆ
る
「
セ
ン
タ
ー
入
試
」
は
二
〇
二
〇
年
一
月
を
最
後
と
し
て
廃
止
、
す
で
に
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文
化
学
科
】
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十
一
号　

二
〇
二
三
年

て
殷
を
討
伐
し
た
後
は
、

夢ハ

在　
ラ
ン巴

磻は
ん

渓け
い
ノ

旧
釣て
う

磯き
ニ

蚤 

磻
渓
の
昔
の
釣つ
り

磯い
そ

を
毎
夜
夢
に
見
て
い
た
こ
と

で
あ
ろ
う
。 

（
二
三
九
頁
）

　　

第
二
句
の
訳
文
「
釣
り
竿
一
本
だ
け
の
風
月
と
い
う
願
い
」
は
、
何
や
ら
熟
さ
ぬ

不
自
然
な
日
本
語
だ
が
、
今
は
問
ふ
ま
い
。
こ
の
漢
詩
に
関
す
る
肝
腎
の
問
5
は
、

次
の
や
う
な
設
問
で
あ
る
。

【
文
章
Ⅱ
】
に
挙
げ
ら
れ
た
佐
藤
一
斎
の
漢
詩
に
関
連
し
た
説
明
と
し
て
正
し

い
も
の
を
、
次
の
①
〜
⑥
の
う
ち
か
ら
、
す
べ
て
選
べ
。（
二
四
〇
頁
）

　

そ
し
て
、
選
択
肢
①
〜
⑥
が
左
の
ご
と
く
示
さ
れ
る
。

①　

こ
の
詩
は
七
言
絶
句
と
い
う
形
式
で
あ
り
、
第
一
、
二
、
四
句
の
末
字
で

押
韻
し
て
い
る
。

②　

こ
の
詩
は
七
言
律
詩
と
い
う
形
式
で
あ
り
、
第
一
句
と
偶
数
句
末
で
押
韻

し
、
ま
た
対
句
を
構
成
し
て
い
る
。

③　

こ
の
詩
は
古
体
詩
の
七
言
詩
で
あ
り
、
首し

ゆ

聯れ
ん

、
頷が
ん

聯れ
ん

、
頸け
い

聯れ
ん

、
尾び

聯れ
ん

か
ら

な
っ
て
い
る
。

④　

こ
の
詩
の
よ
う
な
作
品
は
中
国
語
の
訓
練
を
積
ん
だ
ご
く
一
部
の
知
識
人

し
か
作
る
こ
と
が
で
き
ず
、
漢
詩
は
日
本
人
の
創
作
活
動
の
一
つ
に
は
な
ら

な
か
っ
た
。

⑤　

こ
の
詩
の
よ
う
な
作
品
を
詠
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
漢
詩
を
日
本
独
自

の
文
学
様
式
に
変
化
さ
せ
た
か
ら
で
、
日
本
人
は
江
戸
時
代
末
期
か
ら
漢
詩

を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。

二

　

早
速
、
本
題
に
入
ら
う
。
私
の
不
審
の
焦
点
は
、
第
5
章
「
プ
レ
テ
ス
ト
の
分
析

2
―
マ
ー
ク
シ
ー
ト
式
問
題
」
中
に
記
さ
れ
た
第
5
問
、
す
な
は
ち
太
公
望
と
太

公
望
に
関
す
る
〔
江
戸
〕
佐
藤
一
斎
の
漢
詩
「
太
公
垂
釣ノ

図
」
と
に
係
る
。
た
だ
ち

に
察
せ
ら
れ
る
ご
と
く
、
こ
の
第
5
問
は
漢
文
の
問
題
で
、
ま
づ
【
文
章
Ⅰ
】
と
し

て
〔
漢
〕
司
馬
遷
『
史
記
』
か
ら
太
公
望
に
関
は
る
一
）
2
（
節
を
引
く
。
次
い
で
【
文
章

Ⅱ
】
と
し
て
高
校
二
年
生
の
一
グ
ル
ー
プ
が
一
斎
の
漢
詩
「
太
公
垂
釣ノ

図
」
に
つ
い

て
調
べ
た
結
果
を
掲
げ
て
を
り
、
返
り
点
・
送
り
仮
名
附
き
の
原
詩
に
現
代
語
訳
を

加
へ
、〔
江
戸
〕
狩
野
探
幽
「
太
公
望
釣
浜
図
」
を
も
添
へ
て
、
一
斎
の
漢
詩
が

【
文
章
Ⅰ
】
の
『
史
記
』
と
は
異
な
る
太
公
望
の
姿
を
描
き
出
し
て
ゐ
る
こ
と
を
説

明
し
、
さ
ら
に
〈
コ
ラ
ム
〉
で
今
や
「
太
公
望
」
が
釣
り
人
を
指
す
語
に
な
つ
て
ゐ

る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
う
へ
で
問
1
〜
7
を
設
け
る
と
い
ふ
手
の
込
ん
だ
構
成
だ

（
二
三
七
〜
二
四
四
）
3
（

頁
）。

　

も
つ
と
も
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
の
は
【
文
章
Ⅱ
】
に
関
係
す
る
問
5
の
み
で
あ

る
。
理
解
に
資
す
べ
く
、
ま
づ
は
【
文
章
Ⅱ
】
の
と
ほ
り
、
一
斎
の
漢
詩
を
返
り

点
・
送
り
仮
名
附
き
で
掲
げ
、
句
ご
と
に
添
へ
ら
れ
た
現
代
語
訳
も
引
い
て
お
か
う
。

　
　

太
公
垂
釣ノ

図　
　
　
　
　
　

佐
藤
一
斎

謬あ
や
ま
リ
テ

被れ

巴

文
王ニ

載セ

得テ

帰ラ
蚤 

不
本
意
に
も
文
王
に
よ
っ
て
周
に
連
れ
て
い
か

れ
て
し
ま
い
、

一い
つ

竿か
ん
ノ

風
月
与
覗

心
違た
が
フ 

釣
り
竿ざ
お

一
本
だ
け
の
風
月
と
い
う
願
い
と
は
、

異
な
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

想お
も
フ

君ガ

牧ぼ
く

野や

鷹よ
う

揚や
う
ノ

後 

想
う
に
、
あ
な
た
は
牧
野
で
武
勇
知
略
を
示
し
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【
書
評
】『
国
語
教
育
の
危
機
　

―
　

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
と
新
学
習
指
導
要
領
』　　
　

古
田
島
洋
介

い
」
と
断
定
し
て
ゐ
る
が
、
④
に
謂い

ふ
「
日
本
人
」
は
意
味
領
域
が
甚
だ
曖
昧
で
あ

る
。
こ
れ
を
「
日
本
人
一
般
」、
さ
ら
に
は
「
女
流
文
学
者
を
も
含
む
日
本
人
一
般
」

と
解
せ
ば
、
漢
詩
が
作
れ
る
男
子
の
知
識
人
は
事
実
「
ご
く
一
部
」
に
す
ぎ
な
か
つ

た
で
あ
ら
う
か
ら
、
④
と
て
あ
な
が
ち
間
違
ひ
と
は
言
ひ
切
れ
な
い
ま
い
。
あ
る
い

は
、「
ご
く
一
部
の
知
識
人
」
に
掛
か
る
修
飾
語
「
中
国
語
の
訓
練
を
積
ん
だ
」
が

事
実
に
反
す
る
で
は
な
い
か
、
と
言
ふ
か
も
し
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
、
律
令
制
下
の

大
学
寮
で
学
ん
だ
学
生
や
江
戸
時
代
の
長
崎
通
詞
、
そ
し
て
〔
江
戸
〕
荻
生
徂
徠
の

一
派
な
ど
を
除
け
ば
、
音
声
言
語
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

中
国
語
を
学
ん
だ
知
識
人
は
皆
無
に
等

し
い
だ
ら
う
。
け
れ
ど
も
、
書
写
言
語
と
し
て
の

0

0

0

0

0

0

0

0

中
国
語
す
な
は
ち
漢
籍
は
、
歴
代

の
知
識
人
が
ほ
ぼ
専
一
に
取
り
組
ん
だ
学
習
の
対
象
で
あ
つ
た
。
し
た
が
つ
て
「
中

国
語
の
訓
練
を
積
ん
だ
」
も
ま
ん
ざ
ら
誤
り
と
は
斬
り
捨
て
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

紅
野
氏
は
い
さ
さ
か
性
急
に
「
そ
ん
な
こ
と
な
ら
漢
文
を
わ
ざ
わ
ざ
「
国
語
」
で
学

習
す
る
必
要
も
な
く
な
り
ま
す
」
と
述
べ
て
ゐ
る
が
、
④
が
言
及
し
て
ゐ
る
の
は
漢

詩
（
韻
文
）
で
あ
り
、
広
義
の
漢
文
（
散
文
＋
韻
文
）
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
狭
義

の
漢
文
（
散
文
）
で
も
な
い
。
た
し
か
に
、
漢
詩
（
韻
文
）
が
「
日
本
人
の
創
作
活

動
の
一
つ
」
で
あ
つ
た
れ
ば
こ
そ
「
国
語
」
で
漢
文
（
広
義
＝
散
文
＋
韻
文
）
を
学

ぶ
の
だ
、
と
の
論
理
は
成
り
立
つ
。
し
か
し
、
こ
の
論
理
に
も
実
は
大
き
な
飛
躍
が

あ
り
、「
漢
文
訓
読
」
な
る
媒
介
項
を
抜
き
に
し
て
は
、
つ
ま
り
日
本
人
が
漢
文
す

な
は
ち
古
典
中
国
語
を
日
本
語
の
文
語
に
変
換
し
て
享
受
し
て
き
た
古
来
の
「
漢
文

訓
読
」
と
い
ふ
方
法
な
し
で
は
、
漢
詩
を
「
国
語
」
に
引
き
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
た
だ
し
、
い
ざ
「
漢
文
訓
読
」
を
媒
介
と
し
て
「
日
本
人
の
創
作
活
動
の
一

つ
」
で
あ
る
漢
詩
を
首
尾
よ
く
「
国
語
」
に
持
ち
込
ん
だ
と
し
て
も
、
実
際
に
は
内

心
忸じ

く

怩じ

た
る
を
否
め
ま
い
。
高
校
の
「
国
語
」
の
、
そ
の
ま
た
漢
文
の
授
業
で
、
日

本
人
の
漢
詩
を
「
創
作
活
動
の
一
つ
」
と
し
て
取
り
上
げ
る
餘
裕
な
ど
滅
多
に
あ
り

は
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

⑥　

こ
の
詩
の
よ
う
に
優
れ
た
作
品
を
日
本
人
が
多
く
残
し
て
い
る
の
は
、
古

く
か
ら
日
本
人
が
漢
詩
文
に
親
し
み
、
自
ら
の
教
養
の
基
礎
と
し
て
き
た
か

ら
で
あ
る
。（
二
四
一
頁
）

　

さ
つ
と
目
を
通
し
た
だ
け
で
、
漢
詩
の
格
律
す
な
は
ち
詩
形
・
押
韻
・
対
句
・
構

成
な
ど
に
言
及
し
た
①
〜
③
と
、
日
本
人
に
と
つ
て
の
漢
詩
の
在
り
方
や
歴
史
上
の

位
置
附
け
な
ど
を
述
べ
た
④
〜
⑥
の
二
群
に
分
か
れ
る
こ
と
が
看
て
取
れ
よ
う
。
そ

し
て
、
設
問
の
「
正
し
い
も
の
を
（
中
略
）
す
べ
て
選
べ
」
と
の
指
示
に
鑑
み
れ
ば
、

た
ぶ
ん
①
〜
③
・
④
〜
⑥
の
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
正
し
い
記
述
を
一
つ
選
ん
で
計
二
つ
の

選
択
肢
を
答
え
れ
ば
正
解
に
な
る
は
ず
だ
と
の
見
当
が
つ
く
。
あ
く
ま
で
見
当
に
す

ぎ
な
い
が
。

　

便
宜
上
、
後
三
者
④
〜
⑥
を
先
に
片
づ
け
よ
う
。
紅
野
氏
は
次
の
や
う
に
説
明
す

る
。　

④
は
漢
詩
が
「
日
本
人
の
創
作
活
動
の
一
つ
に
は
な
ら
な
か
っ
た
」
と
断
定

し
て
い
て
、
こ
れ
は
あ
り
得
な
い
。
そ
ん
な
こ
と
な
ら
漢
文
を
わ
ざ
わ
ざ
「
国

語
」
で
学
習
す
る
必
要
も
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
始
ま
り
を
「
江
戸
時
代

末
期
」
と
し
た
⑤
も
、
明
ら
か
な
誤
答
で
す
。
少
な
く
と
も
漢
文
の
基
礎
の
基

礎
、
な
ぜ
漢
文
を
習
う
の
か
と
い
う
入
り
口
を
学
ん
で
い
れ
ば
、
正
答
の
⑥
に

す
ぐ
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。
つ
ま
り
、
④
か
ら
⑥
の
な
か
で
の
選
択
は
き
わ
め

て
易
し
い
。（
二
四
二
頁
）

　

正
答
を
⑥
と
す
る
結
論
に
異
存
は
な
い
。
た
だ
し
、
④
と
⑤
を
誤
答
と
す
る
理
由

の
説
明
に
は
些
少
の
違
和
感
を
抱
く
。「
漢
詩
は
日
本
人
の
創
作
活
動
の
一
つ
に
は

な
ら
な
か
っ
た
」
と
断
定
す
る
④
に
つ
い
て
紅
野
氏
自
身
が
「
こ
れ
は
あ
り
得
な
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平
均
的
な
学
力
の
生
徒
に
と
つ
て
、
⑤
は
「
明
ら
か
な
誤
答
」
で
は
な
い
は
ず
だ
。

た
だ
単
に
「
奈
良
時
代
は
『
懐
風
藻
』、
平
安
時
代
は
勅
撰
三
集
・『
本
朝
文
粋
』」

と
丸
暗
記
し
た
に
す
ぎ
な
い
生
徒
が
有
利
に
な
る
の
で
は
、
何
よ
り
も
「
セ
ン
タ
ー

試
験
」
か
ら
「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
」
へ
の
「
改
革
が
獲
得
目
標
と
し
た
は
ず
の

「
国
語
」
を
介
し
た
思
考
力
・
表
現
力
・
判
断
力
を
つ
け
る
」（
一
四
頁
）
と
の
趣
旨

に
反
す
る
の
で
は
な
い
だ
ら
う
か
。

三

　

こ
こ
で
選
択
肢
の
前
三
者
①
〜
③
に
立
ち
も
ど
つ
て
み
よ
う
。
ま
づ
は
紅
野
氏
の

説
明
を
聴
く
こ
と
と
す
る
。〔　

〕
内
は
、
私
（
古
田
島
）
が
補
つ
た
字
句
で
あ
る
。

　
〔
③
の
〕「
首
聯
・
頷
聯
・
頸
聯
・
尾
聯
」
と
い
う
の
は
唐
の
時
代
に
成
立
し

た
律
詩
の
ル
ー
ル
で
、「
国
語
総
合
」
の
終
盤
に
習
う
漢
詩
の
句
法
で
す
。（
中

略
）
律
詩
は
八
句
か
ら
成
り
ま
す
が
、
こ
の
佐
藤
一
斎
の
詩
は
四
句
だ
け
で
す
。

四
句
は
絶
句
の
基
本
で
す
か
ら
、〔
②
の
や
う
に
〕
律
詩
と
書
い
て
あ
る
の
は

間
違
い
で
す
。〔
③
に
見
え
る
〕「
聯
」
も
律
詩
の
句
法
で
、
わ
ざ
と
「
七
言

詩
」
と
し
て
律
詩
か
絶
句
か
分
か
ら
な
い
よ
う
に
ご
ま
か
し
て
引
っ
か
け
よ
う

と
し
て
い
ま
す
が
、「
聯
」
は
二
句
ず
つ
で
作
ら
れ
る
も
の
で
す
か
ら
、〔
そ
の

「
聯
」
が
③
の
記
す
や
う
に
四
つ
あ
る
な
ら
ば
、
合
計
八
句
に
な
る
は
ず
で
〕

ど
う
し
て
も
四
句
は
あ
り
え
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
正
答
の
一
つ
は
①
で
す
。

た
だ
し
、
絶
句
や
律
詩
と
い
う
漢
詩
の
特
性
な
ど
に
つ
い
て
十
分
な
教
育
が
な

さ
れ
て
い
る
か
は
疑
問
で
す
。
ま
し
て
「
聯
」
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
の
で
、
か

な
り
く
わ
し
い
漢
文
教
育
を
受
け
て
い
る
か
ど
う
か
で
正
答
率
は
大
き
く
変
わ

る
で
し
ょ
う
。（
二
四
一
〜
二
四
二
）
4
（

頁
）

　

要
す
る
に
、
④
は
、
男
子
が
己
れ
の
男
子
た
る
立
場
か
ら
の
ん
べ
ん
だ
ら
り

4

4

4

4

4

4

4

と
読

め
ば
誤
答
に
な
る
も
の
の
、
仔し

細さ
い

に
検
討
す
れ
ば
「
中
国
語
」
だ
の
「
日
本
人
」
だ

の
と
意
味
領
域
の
曖
昧
な
言
葉
が
嵌は

め
込
ま
れ
た
欠
陥
選
択
肢
で
あ
り
、
場
合
に
よ

つ
て
は
巷
間
に
流
行
す
るgender

論
の
餌
食
に
す
ら
な
り
か
ね
な
い
代し
ろ

物も
の

な
の
で

あ
る
。
欠
陥
選
択
肢
ゆ
ゑ
に
に
べ
4

4

も
な
く
誤
答
と
す
る
の
が
最
も
適
切
な
態
度
か
も

し
れ
な
い
。

　

日
本
人
が
漢
詩
を
作
り
始
め
た
時
期
を
「
江
戸
時
代
末
期
」
と
す
る
⑤
に
つ
い
て
、

紅
野
氏
は
あ
つ
さ
り
「
明
ら
か
な
誤
答
で
す
」
と
記
す
だ
け
で
あ
る
。
想
ふ
に
、
こ

の
⑤
は
【
文
章
Ⅱ
】
中
の
字
句
「
幕
末
の
佐
藤
一
斎
（
一
七
七
二
〜
一
八
五
九
）」

に
基
づ
く
引
つ
か
け
問
題
な
の
だ
ら
う
。「
幕
末
」
の
語
お
よ
び
一
斎
の
没
年
「
一

八
五
九
」
を
見
て
、
得
た
り
賢
し
と
ば
か
り
「
江
戸
時
代
末
期
」
に
飛
び
つ
い
た
が

最
後
、
ま
ん
ま
と
罠わ

な

に
嵌
ま
る
と
の
寸
法
だ
。
け
れ
ど
も
、
基
礎
的
な
知
識
を
試
す

問
題
と
は
い
へ
、
受
検
生
に
対
し
て
少
し
酷
で
は
な
い
か
と
い
ふ
の
が
正
直
な
感
想

で
あ
る
。
実
作
品
を
一
首
も
読
ま
ぬ
ま
ま
、『
日
本
文
学
史
』
と
銘
打
つ
安
直
な
参

考
書
で
「
奈
良
時
代
は
『
懐
風
藻
』、
平
安
時
代
は
勅
撰
三
集
・『
本
朝
文
粋
』」
な

ぞ
と
丸
暗
記
し
た
だ
け
の
生
徒
が
正
解
を
得
ら
れ
る
や
う
な
出
題
そ
の
も
の
が
疑
問

で
あ
る
う
へ
、
そ
の
種
の
知
識
を
高
校
生
に
求
め
る
の
は
そ
も
そ
も
無
理
だ
と
考
へ

る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
で
さ
へ
疎
ん
ぜ
ら
れ
て
ゐ
る
漢
文
で
、
日
本
漢
文
学
史
も
し

く
は
日
本
漢
詩
史
に
関
は
る
問
題
を
課
す
と
は
、
あ
り
て
い
に
言
つ
て
言
語
道
断
で

は
な
か
ら
う
か
。
大
半
の
高
校
生
に
そ
こ
ま
で
の
餘
裕
は
あ
る
ま
い
。
む
ろ
ん
、
多

数
の
受
験
生
が
天
神
様
に
お
参
り
し
て
大
学
入
試
で
の
合
格
を
祈
願
す
る
以
上
、
当

の
祭
神
た
る
〔
平
安
〕
菅
原
道
真
が
漢
詩
の
名
手
で
あ
つ
た
こ
と
く
ら
ゐ
は
知
つ
て

お
い
て
ほ
し
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
教
員
側
ま
た
は
出
題
者
側
の
身
勝
手

な
希
望
に
す
ぎ
ず
、
必
須
の
知
識
と
し
て
生
徒
に
押
し
売
り
す
る
の
は
如
何
な
も
の

か
。
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田
島
洋
介

答
の
一
つ
は
①
で
す
」
の
「
し
た
が
っ
て
」
が
私
に
は
ま
つ
た
く
理
解
で
き
な
い
。

な
ぜ
「
し
た
が
つ
て
」
な
の
だ
ら
う
か
。
た
し
か
に
、
設
問
に
記
さ
れ
た
「
す
べ
て

選
べ
」
か
ら
、
複
数
の
正
答
が
あ
る
も
の
と
見
込
み
を
つ
け
、
前
述
の
と
ほ
り
六
つ

の
選
択
肢
を
①
〜
③
と
④
〜
⑥
の
二
群
に
分
け
て
、
そ
れ
ぞ
れ
か
ら
一
つ
の
正
答
を

選
べ
ば
よ
い
は
ず
だ
と
当
て
込
め
ば
、
①
〜
③
の
う
ち
、「
律
詩
」
と
す
る
②
、
四

つ
の
「
聯
」
を
掲
げ
る
③
を
い
づ
れ
も
誤
答
と
し
て
排
斥
し
、
消
去
法
を
以
て
正
答

の
①
を
手
に
す
る
こ
と
は
で
き
る
。
事
実
、
正
答
は
①
だ
。
け
れ
ど
も
、
消
去
法
を

用
い
る
こ
と
な
く
、
①
を
積
極
的
に

0

0

0

0

正
答
と
す
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
確
認
・
検
証

が
必
要
で
は
な
い
の
か
。
正
答
が
複
数
に
及
ぶ
も
の
と
決
め
込
み
、
か
つ
①
〜
③
の

な
か
に
一
つ
は
正
答
が
あ
る
に
違
ひ
な
い
と
踏
む
や
う
な
二
重
の
当
て
推
量
と
、
右

に
記
し
た
ご
と
き
消
去
法
と
の
併
用
で
は
、
果
た
し
て
解
説
と
呼
べ
る
の
か
、
疑
問

な
し
と
し
ま
い
。
設
問
の
「
す
べ
て
選
べ
」
は
、
も
し
か
す
る
と
底
意
地
の
悪
い
引

つ
か
け
で
、
実
は
正
答
が
一
つ
だ
け
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
得
る
。
漢
詩
の
形
式
に
関

は
る
①
〜
③
が
す
べ
て
誤
り
と
の
可
能
性
を
た
だ
ち
に
零ゼ

ロ

と
は
踏
み
倒
せ
ま
い
。
や

は
り
正
答
①
の
正
答
た
る
ゆ
ゑ
ん
を
述
べ
な
け
れ
ば
、
解
説
と
し
て
成
り
立
た
な
い

だ
ら
う
。

　

あ
る
い
は
言
ふ
か
も
し
れ
ぬ
、「
一
斎
の
漢
詩
は
各
句
が
七
字
で
あ
る
か
ら
七
言
、

一
首
全
体
が
四
句
か
ら
成
る
の
で
絶
句
、
そ
し
て
偶
数
句
末
す
な
は
ち
第
二
・
四
句

の
末
字
で
押
韻
す
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
七
言
詩
で
あ
る
以
上
、
第
一
句
で
押

韻
す
る
の
も
常
識
で
は
な
い
か
」
と
。
加
へ
て
、
さ
ら
に
言
ふ
か
も
し
れ
な
い
、

「
七
言
詩
で
あ
り
な
が
ら
、
第
一
句
で
押
韻
し
て
ゐ
な
け
れ
ば
、
い
は
ゆ
る
「
踏
み

落
と
し
」
に
な
つ
て
し
ま
ふ
。
現
に
第
一
・
二
・
四
句
の
末
字
「
帰
・
違
・
磯
」
を

音
読
み
す
れ
ば
「
キ
・
イ
・
キ
」
と
な
り
、
韻
を
踏
ん
で
ゐ
る
の
は
明
ら
か
で
、
そ

れ
も
常
識
に
数
へ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
」
と
。
な
る
ほ
ど
、
紅
野
氏
も
、
そ
の
や

う
な
常
識
さ
へ
踏
ま
へ
れ
ば
正
答
と
判
断
す
る
の
は
容
易
、
あ
れ
や
こ
れ
や
説
明
す

　

末
尾
の
「
た
だ
し
」
以
下
は
、
紅
野
氏
が
述
べ
る
と
ほ
り
で
あ
ら
う
。
律
詩
の
四

つ
の
聯
の
名
称
ま
で
教
へ
て
ゐ
る
高
校
教
員
は
少
数
派
で
は
な
い
か
と
懸
念
す
る
う

へ
、
た
と
ひ
教
へ
て
ゐ
る
と
し
て
も
、
総
計
十
七
画
に
も
及
ぶ
「
聯
」
字
を
き
ち
ん

と
板
書
し
て
ゐ
る
か
ど
う
か
保
証
の
限
り
で
は
あ
る
ま
い
。
異
体
字
「
聨
」
な
ら
ば

ま
だ
し
も
、
恣
意
に
「
連
」
で
代
用
し
て
み
た
り
、
現
代
中
国
語
の
簡
体
字
を
頼
み

に
「
捨
」
と
書
い
た
り
し
て
ゐ
る
教
員
さ
へ
存
在
す
る
可
能
性
も
あ
る
。
そ
も
そ
も

「
聯
」
は
、
常
用
漢
字
表
に
載
つ
て
ゐ
な
い
表
外
字
だ
。
手
荒
な
扱
ひ
を
受
け
る
虞

な
し
と
し
ま
い
。
も
し
「
連
」
や
「
捨
」
で
記
憶
し
て
ゐ
る
高
校
生
が
ゐ
た
と
す
れ

ば
、「
聯
」
は
別
物
に
し
か
見
え
な
い
だ
ら
う
。

　

さ
ら
に
は
、
現
に
選
択
肢
③
が
記
し
て
ゐ
る
ご
と
く
、「
古
体
詩
」
な
ぞ
持
ち
出

し
て
目め

眩く
ら

ま
し
に
す
る
な
ど
、
以
て
の
外
で
は
な
か
ら
う
か
。
現
下
の
「
国
語
」
で
、

古
体
詩
と
近
体
詩
の
区
別
を
説
き
、「
聯
」
が
近
体
詩
に
属
す
る
律
詩
の
専
用
語
だ

と
体
系
的
に
教
へ
て
ゐ
る
教
室
が
、
果
た
し
て
日
本
全
国
い
く
つ
あ
る
だ
ら
う
か
。

い
や
、
高
校
の
国
語
科
教
員
自
身
、
た
と
え
ば
七
言
八
句
の
漢
詩
を
示
さ
れ
た
と
き
、

そ
れ
が
古
体
詩
に
属
す
る
古
詩
な
の
か
、
そ
れ
と
も
近
体
詩
に
属
す
る
律
詩
な
の
か
、

自
信
を
以
て
判
別
で
き
る
だ
け
の
知
識
を
身
に
つ
け
て
ゐ
る
だ
ら
う
か
。
失
礼
な
が

ら
、
い
さ
さ
か
雲
行
き
が
怪
し
い
の
で
は
な
い
か
。
選
択
肢
③
に
は
、
別
し
て
出
題

者
の
独
り
善
が
り
を
感
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。

　

そ
れ
に
比
べ
る
と
、
②
の
誤
答
た
る
ゆ
ゑ
ん
は
、
は
る
か
に
質た

ち

が
好
い
。
紅
野
氏

が
説
明
す
る
ご
と
く
、
四
句
か
ら
成
る
一
斎
の
漢
詩
が
「
律
詩
」
の
は
ず
は
な
い
か

ら
だ
。
基
礎
中
の
基
礎
た
る
知
識
で
あ
つ
さ
り

4

4

4

4

誤
答
と
判
断
で
き
る
だ
け
に
、
何
と

な
く
肩
透
か
し
を
食
ら
つ
た
や
う
な
気
分
に
な
る
け
れ
ど
も
。
た
ぶ
ん
②
は
、
数
を

揃そ
ろ

へ
る
た
め
だ
け
に
作
つ
た
捨
て

0

0

選
択
肢
な
の
だ
ら
う
。

　

そ
れ
に
し
て
も
、
と
思
ふ
。
紅
野
氏
の
説
明
中
に
記
さ
れ
た
「
し
た
が
っ
て
、
正
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「
踏
み
落
と
し
」
す
な
は
ち
誤
り
と
い
ふ
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
想
ふ
に
、
第

一
句
が
不
押
韻
の
七
言
詩
に
つ
い
て
言
は
れ
る
「
踏
み
落
と
し
」
と
は
、
も
と
漢
詩

作
り
の
初
心
者
向
け
に
使
は
れ
た
用
語
で
は
な
か
ら
う
か
。
漢
詩
の
作さ

く

法は
ふ

を
習
ふ
と

な
れ
ば
、
ま
づ
は
七
言
絶
句
か
ら
始
め
る
の
が
常
道
で
あ
る
。
五
言
詩
は
一
つ
ひ
と

つ
の
語
句
の
密
度
が
濃
い
だ
け
に
な
か
な
か
の
難
物
、
律
詩
は
対
句
が
要
求
さ
れ
る

の
で
こ
れ
ま
た
難
物
の
た
め
、
取
り
敢
へ
ず
は
七
絶
か
ら
手
が
け
る
の
が
無
難
と
い

ふ
わ
け
だ
。
そ
の
さ
い
、
差
し
当
た
り
通
例
に
従
つ
て
、
七
言
詩
で
は
第
一
句
も
押

韻
す
る
や
う
注
意
を
促
す
べ
く
、
指
導
上
の
配
慮
か
ら
「
踏
み
落
と
し
」
の
語
が
用

ゐ
ら
れ
た
の
だ
ら
う
。

　

た
だ
し
、
す
で
に
漢
詩
作
り
の
学
び
が
ほ
と
ん
ど
廃
れ
た
現
在
、
誰
が
聞
い
て
も

貶へ
ん

義ぎ

に
響
く
「
踏
み
落
と
し
」
の
語
が
独
り
歩
き
し
、
あ
た
か
も
誤
り
で
あ
る
か
の

ご
と
く
受
け
取
ら
れ
る
や
う
に
な
つ
て
し
ま
つ
た
。
こ
れ
は
甚
だ
不
都
合
な
事
態
で

あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
詩
法
を
説
い
た
中
国
や
台
湾
の
書
物
で
「
踏
み
落
と
し
」
に
相

当
す
る
語
を
見
か
け
た
こ
と
が
ま
つ
た
く
な
い
か
ら
だ
。
日
本
人
が
七
言
詩
の
第
一

句
不
押
韻
を
勝
手
に
「
踏
み
落
と
し
」
と
名
づ
け
、
間
違
ひ
さ
な
が
ら
に
扱
つ
て
ゐ

る
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
か
う
し
た
誤
解
を
招
く
「
踏
み
落
と
し
」
の
語
は
、

さ
つ
さ
と
お
払
ひ
箱
に
す
る
に
若し

く
は
莫な

し
と
考
へ
る
。

　

も
つ
と
も
、「
七
言
詩
で
は
、
偶
数
句
末
の
み
な
ら
ず
、
第
一
句
末
で
も
押
韻
す

る
こ
と
が
多
い

0

0

」
の
は
事
実
で
あ
る
。
右
に
記
し
た
ご
と
く
、
そ
れ
が
「
通
例
」
だ

と
言
つ
て
も
よ
い
。
例
に
よ
つ
て
「
多
い
」
だ
の
「
通
例
」
だ
の
と
、
人
文
科
学
は

科
学
と
し
て
は
頼
り
な
い
か
ぎ
り
で
あ
る
が
、
松
尾
善
弘
氏
の
調
査
に
よ
れ
ば
、

『
唐
詩
選
』
所
収
の
百
六
十
六
首
お
よ
び
『
唐
詩
三
百
首
』
所
収
の
六
十
首
す
な
は

ち
計
二
百
二
十
六
首
の
七
絶
の
う
ち
、
第
一
句
末
も
押
韻
す
る
作
品
が
九
三
％
を
占

め
、
残
り
の
七
％
が
第
一
句
末
で
押
韻
し
な
い
作
品
で
あ
る
と
い
）
5
（

ふ
。
念
の
た
め
表

に
仕
立
て
れ
ば

―

る
ま
で
も
な
い
と
考
へ
て
、
あ
つ
さ
り

4

4

4

4

「
し
た
が
っ
て
、
正
答
の
一
つ
は
①
で
す
」

と
記
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
実
、
こ
の
常
識
は
、
御
丁
寧
に
も

二
段
構
へ
の
誤
謬
に
基
づ
く
非0

常
識
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
ま
ま
看
過
ご
せ

ば
、
不
正
確
な
知
識
が
大
手
を
振
つ
て
罷ま

か

り
通
り
か
ね
な
い
。
以
下
、
二
つ
の
誤
謬

を
一
つ
づ
つ
排
撃
し
て
ゆ
か
う
。

四

　

第
一
は
「
七
言
詩
で
は
、
偶
数
句
末
の
み
な
ら
ず
、
第
一
句
末
で
も
必
ず
押
韻
す

る
」
と
の
誤
解
で
あ
る
。
実
際
は
「
七
言
詩
で
は
、
偶
数
句
末
の
み
な
ら
ず
、
第
一

句
末
で
も
押
韻
す
る
こ
と
が
多
い

0

0

」
に
す
ぎ
ず
、「
必
ず

0

0

押
韻
す
る
」
は
誤
つ
た
知

識
で
あ
る
。
論
よ
り
証
拠
、
次
の
有
名
な
七
絶
を
一
瞥
す
れ
ば
よ
い
。

　

江
南
逢
李
亀
年
（
江か
う

南な
ん

に
て
李り

亀き

年ね
ん

に
逢あ

ふ
）　　
　
　
〔
唐
〕
杜
甫

岐
王
宅
裏
尋
常
見　
　

岐き

王わ
う

の
宅た
く

裏り　

尋じ
ん

常じ
や
うに

見み

た
り

崔
九
堂
前
幾
度
聞　
　

崔さ
い

九き
う

の
堂だ
う

前ぜ
ん　

幾い
く

度た
び

か
聞き

け
り

正
是
江
南
好
風
景　
　

正ま
さ

に
是こ

れ
江か
う

南な
ん

の
好か
う

風ふ
う

景け
い

落
花
時
節
又
逢
君　
　

落ら
く

花く
わ

の
時じ

節せ
つ　

又ま
た　

君き
み

に
逢あ

ふ

　

韻
目
・
韻
字
は
上
平
十
二
〈
文
〉
韻
「
聞
・
君
」。
第
一
句
末
「
見
」
は
去
声
十

七
〈
霰
〉
韻
の
仄
字
で
あ
る
か
ら
、
韻
を
踏
ん
で
ゐ
な
い
。
た
つ
た
こ
れ
だ
け
の
こ

と
で
あ
る
。
七
言
詩
で
も
第
一
句
が
不
押
韻
の
作
品
は
決
し
て
稀
で
は
な
い
。

　
「
そ
れ
で
も
」
と
言
ふ
か
も
し
れ
な
い
、「
七
言
詩
で
第
一
句
に
押
韻
し
な
い
の
は
、

い
は
ゆ
る
「
踏
み
落
と
し
」
で
は
な
い
か
」
と
。
た
し
か
に
、
七
言
詩
の
第
一
句
が

不
押
韻
の
場
合
は
、「
踏
み
落
と
し
」
と
呼
ぶ
漢
詩
の
解
説
書
が
多
い
。
し
か
し
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【
書
評
】『
国
語
教
育
の
危
機
　

―
　

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
と
新
学
習
指
導
要
領
』　　
　

古
田
島
洋
介

実
際
、
前さ
き

に
掲
げ
た
〔
唐
〕
杜
甫
の
七
絶
で
も
「
聞
・
君
」
す
な
は
ち
「
ブ
ン
・
ク

ン
」/bun, 
kun/

は
互
ひ
に
韻
を
踏
む
。
日
本
漢
字
音
に
よ
る
押
韻
の
判
断
が
あ

る
程
度
ま
で
有
効
な
の
は
た
し
か
だ
ら
う
。

　

け
れ
ど
も
、
日
本
漢
字
音
に
よ
つ
て
押
韻
の
見
当
を
つ
け
る
の
は
、
あ
く
ま
で
見

当
に
と
ど
ま
り
、
決
定
打
に
は
な
ら
ず
、
ま
た
決
定
打
に
し
て
は
い
け
な
い
の
で
あ

る
。
た
と
へ
ば
次
の
七
絶
だ
。

　

蘇
台
覧
古
（
蘇そ

台だ
い

覧ら
ん

古こ

）　　
　
　
〔
唐
〕
李
白

旧
苑
荒
台
楊
柳
新　
　

旧き
う

苑ゑ
ん　

荒く
わ

台う
だ
い

　

楊や
う

柳り
う　

新あ
ら

た
に

菱
歌
清
唱
不
勝
春　
　

菱り
よ

歌う
か　

清せ
い

唱し
や
う
　

春は
る

に
勝た

へ
ず

只
今
惟
有
西
江
月　
　

只た
だ

今い
ま　

惟た

だ
有あ

り　

西せ
い

江か
う

の
月つ
き

曾
照
呉
王
宮
裏
人　
　

曾か
つ

て
照て

ら
す　

呉ご

王わ
う

宮き
ゆ

裏う
り

の
人ひ
と

　

こ
れ
は
仄
起
式
・
初
句
押
韻
の
形
式
で
あ
り
、
韻
目
は
上
平
十
一
〈
真
〉
韻
、
韻

字
は
「
新
・
春
・
人
」
す
な
は
ち
日
本
漢
字
音
は
「
シ
ン
・
シ
ュ
ン
・
ジ
ン
」

/shin, shun, jin/

で
あ
る
。
必
ず
押
韻
し
て
ゐ
る
は
ず
の
第
二
句
末
「
春
」
の
韻

/-un/

が
他
の
二
字
の
韻/-in/

と
は
異
な
る
。

　

左
の
有
名
な
七
絶
も
同
様
だ
。

　

楓
橋
夜
泊
（
楓ふ
う

橋け
う

夜や

泊は
く

）　　
　
　
〔
唐
〕
張
継

月
落
烏
啼
霜
満
天　
　

月つ
き

落お

ち　
烏
か
ら
す

啼な

い
て　

霜し
も　

天て
ん

に
満み

つ

江
楓
漁
火
対
愁
眠　
　

江か
う

楓ふ
う　

漁ぎ
よ

火く
わ　

愁し
う

眠み
ん

に
対た
い

す

姑
蘇
城
外
寒
山
寺　
　

姑こ

蘇そ
じ

城や
う

外ぐ
わ
い
　

寒か
ん

山ざ
ん

寺じ

夜
半
鐘
声
到
客
船　
　

夜や

半は
ん

の
鐘し
よ

声う
せ
い

　

客か
く

船せ
ん

に
到い
た

る

　

第
一
句

七
言
絶
句

押　

韻

不
押
韻

93
％

7
％

　　

こ
の
比
率
が
約
四
万
九
千
首
も
の
膨
大
な
首
数
を
収
め
る
『
全
唐
詩
』
所
載
の
七

絶
に
も
当
て
は
ま
る
か
否
か
の
判
断
は
慎
重
を
要
す
る
が
、
仮
に
一
般
的
傾
向
と
見

れ
ば
、「
七
絶
で
は
、
偶
数
句
末
の
み
な
ら
ず
、
第
一
句
末
で
も
押
韻
す
る
」
と
決

め
つ
け
る
と
、
的
中
す
る
確
率
は
約
九
〇
％
に
上
る
も
の
の
、
外
れ
る
確
率
も
約
一

〇
％
は
あ
る
こ
と
に
な
る
。
鉄
火
場
で
も
あ
る
ま
い
に
、
受
検
生
に
確
率
の
高
い
は

う
に
賭
け
さ
せ
る
な
ぞ
、「
大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
」
に
向
け
て
の
「
プ
レ
テ
ス
ト
」

が
奨す

す

め
る
べ
き
行
為
で
は
な
か
ら
う
。

五

　

第
二
は
「
日
本
漢
字
音
で
読
め
ば
、
押
韻
が
わ
か
る
」
と
の
誤
解
で
あ
る
。
設
問

の
体
裁
を
見
れ
ば
察
せ
ら
れ
る
と
ほ
り
、
一
斎
の
漢
詩
で
第
四
句
「
釣
磯
」
に
「
て

う
き0

」
と
読
み
仮
名
を
附
け
て
ゐ
る
の
は
、「
帰
・
違
」
と
「
磯
」
が
韻
を
踏
ん
で

ゐ
る
と
理
解
さ
せ
る
た
め
な
の
で
あ
ら
う
。
た
し
か
に
「
帰
・
違
・
磯
」
す
な
は
ち

「
キ
・
イ
・
キ
」/ki, i, ki/

は
、
語
頭
子
音
を
外
せ
ば
い
づ
れ
も/i/

で
あ
る
か
ら
、

韻
を
踏
ん
で
ゐ
る
の
だ
ら
う
と
の
見
当
は
つ
く
。
日
本
漢
字
音
、
殊
に
漢
音
が
唐
代

の
発
音
の
面
影
を
よ
く
留
め
て
ゐ
る
こ
と
を
思
へ
ば
、
こ
の
や
う
な
見
当
の
附
け
方

も
あ
な
が
ち
間
違
ひ
と
は
言
へ
な
い
。「
違
」
の
字
音
仮
名
遣
ひ
が
「
ヰ
」
で
あ
る

こ
と
を
知
つ
て
ゐ
る
受
検
生
が
ゐ
た
と
し
て
も
、
た
ぶ
ん
結
論
は
同
じ
は
ず
で
あ
）
6
（

る
。
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字
で
あ
る
た
め
、
韻
を
踏
ん
で
ゐ
る
は
ず
も
な
い
。
な
ま
じ
ひ
に
「
回
」
の
字
音
仮

名
遣
ひ
「
ク
ワ
イ
」
を
知
つ
て
ゐ
た
り
す
る
と
、
三
重
母
音/kuai/

の
ゆ
ゑ
を
以

て
排
斥
、
韻
字
は
「
在
・
来
」
だ
と
錯
覚
し
て
し
ま
ふ
危
険
す
ら
あ
る
だ
ら
う
。

　

日
本
漢
字
音
に
よ
る
判
断
は
、
平
仄
を
度
外
視
し
て
ゐ
る
の
で
、
甚
だ
頼
り
な
い

性
質
の
も
の
で
あ
り
、
決
し
て
韻
字
を
確
定
す
る
手
段
に
は
な
り
得
な
い
。
せ
い
ぜ

い
韻
字
か
な
と
見
当
を
つ
け
る
程
度
の
有
効
性
し
か
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
ま
さ
か
、

一
斎
の
七
絶
は
属
す
る
字
数
が
少
な
い
上
平
五
〈
微
〉
韻
を
韻
目
と
し
て
ゐ
る
の
で
、

「
帰
・
違
・
磯
」
く
ら
ゐ
の
韻
字
は
覚
え
て
お
け
、
と
い
ふ
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

「
帰
・
違
」
は
〈
微
〉
韻
の
韻
字
と
し
て
少
な
か
ら
ず
目
に
す
る
も
の
の
、「
磯
」
に

出
逢
ふ
機
会
は
滅
多
に
な
い
。
た
し
か
「
畿
」
は
〈
微
〉
韻
の
は
ず
で
、
音
符

「
■
」
は
「
幾
」
の
省
略
形
だ
か
ら
、
た
ぶ
ん
「
幾
」
が
共
通
す
る
「
磯
」
も
〈
微
〉

韻
だ
ら
う
と
当
て
推
量
に
及
ぶ
の
が
関
の
山
だ
。

六

　

以
上
に
よ
り
、
二
段
構
へ
の
誤
謬
に
基
づ
く
非0

常
識
の
実
態
が
お
わ
か
り
い
た
だ

け
た
の
で
は
な
い
か
。
正
答
を
①
と
す
る
結
論
そ
れ
自
体
は
動
か
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
は
①
〜
③
に
正
答
が
一
つ
は
存
在
す
る
は
ず
だ
と
の
前
提
に
立
ち
、
②
と
③
が

誤
答
で
あ
る
が
ゆ
ゑ
に
、
消
去
法
に
よ
つ
て
求
め
ら
れ
る
正
答
に
す
ぎ
ず
、
①
の
正

答
た
る
ゆ
ゑ
ん
を
積
極
的
に
確
認
・
検
証
し
た
結
果
で
は
な
い
。
①
が
正
答
と
な
る

の
は
、「
七
言
詩
で
は
第
一
句
で
も
必
ず
押
韻
す
る
」
と
い
ふ
誤
つ
た
決
め
つ
け
と
、

「
日
本
漢
字
音
で
発
音
す
れ
ば
韻
字
が
わ
か
る
」
と
の
誤
つ
た
思
ひ
込
み
が
あ
れ
ば

こ
そ
の
話
な
の
で
あ
る
。
か
う
し
た
二
重
の
誤
謬
を
犯
し
て
も
、
一
斎
の
七
絶
が
た0

ま
た
ま

0

0

0

第
一
句
押
韻
の
形
式
で
、
韻
字
が
日
本
漢
字
音
で
も
た
ま
た
ま

0

0

0

0

韻
を
踏
む
た

め
に
、
た
ま
た
ま

0

0

0

0

正
答
①
を
手
に
す
る
僥
倖
に
恵
ま
れ
た
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
れ
も
仄
起
式
・
初
句
押
韻
の
形
式
で
あ
り
、
韻
目
は
下
平
一
〈
先
〉
韻
、
韻
字

は
「
天
・
眠
・
船
」
す
な
は
ち
日
本
漢
字
音
は
「
テ
ン
・
ミ
ン
・
セ
ン
」/ten, 

m
in, sen/

で
あ
る
。
や
は
り
必
ず
押
韻
す
べ
き
第
二
句
末
「
眠
」
の
韻/-in/

が
他

の
二
字
の
韻/-en/

と
異
な
る
。
日
本
漢
字
音
に
よ
つ
て
押
韻
を
確
定
で
き
な
い
こ

と
は
明
ら
か
だ
ら
う
。

　

も
つ
と
も
、
右
掲
の
二
首
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
第
二
・
四
句
末
の
「
春
・
人
」

「
眠
・
船
」
が
韻
を
踏
む
こ
と
は
押
韻
の
規
則
に
よ
つ
て
保
証
さ
れ
て
ゐ
る
以
上
、

第
一
句
末
「
新
」「
天
」
が
お
の
お
の
第
四
句
末
「
人
」「
船
」
と
同
韻
だ
と
わ
か
り

さ
へ
す
れ
ば
、
結
局
は
日
本
漢
字
音
に
よ
つ
て
韻
字
を
見
抜
け
る
こ
と
に
な
る
で
は

な
い
か
、
と
言
ふ
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
も
甚
だ
危
ふ
い
話

な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
韻
字
の
認
定
に
は
、
発
音
だ
け
で
な
く
、
平
仄
も
絡
む

か
ら
だ
。
そ
の
証
拠
に
は
、
次
の
詩

―

　

石
頭
城
（
石せ
き

頭と
う

城じ
や
う）　　
　
　
　

〔
唐
〕
劉
禹
錫

山
囲
故
国
周
遭
在　
　

山や
ま

は
故こ

国こ
く

を
囲か
こ

ん
で　

周し
う

遭さ
う

と
し
て
在あ

り

潮
打
空
城
寂
寞
回　
　

潮し
ほ

は
空く
う

城じ
や
うを
打う

つ
て　

寂せ
き

寞ば
く

と
し
て
回め
ぐ

る

淮
水
東
辺
旧
時
月　
　

淮わ
い

水す
い

東と
う

辺へ
ん　

旧き
う

時じ

の
月

夜
深
還
過
女
牆
来　
　

夜よ
る　

深ふ
か

く
し
て　

還ま

た
女ぢ
よ

牆し
や
うを

過す

ぎ
て
来き

た
る

　

七
言
絶
句
だ
か
ら
、
第
二
・
四
句
の
み
な
ら
ず
、
第
一
句
も
押
韻
し
て
ゐ
る
も
の

と
決
め
込
み
、
韻
字
は
「
在
・
回
・
来
」
の
は
ず
だ
と
思
つ
て
音
読
み
す
れ
ば
「
ザ

イ
・
カ
イ
・
ラ
イ
」/zai, 

kai, 
rai/

と
な
る
の
で
、
め
で
た
く
一
件
落
着
と
安
心

す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
事
実
は
然
ら
ず
。
本
詩
も
、
前
掲
〔
唐
〕
杜
甫
の

七
絶
に
同
じ
く
、
実
は
第
一
句
不
押
韻
の
形
式
で
、
上
平
十
〈
灰
〉
韻
「
回
・
来
」

に
対
し
、
第
一
句
末
「
在
」
は
上
声
十
〈
賄
〉
韻
ま
た
は
去
声
十
一
〈
隊
〉
韻
の
仄
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【
書
評
】『
国
語
教
育
の
危
機
　

―
　

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
と
新
学
習
指
導
要
領
』　　
　

古
田
島
洋
介

【
注
】

（
1
）　

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
が
、
実
際
の
大
学
入
試
に
臨
ん
だ
「
受
験0

生
」
と
区
別
す
べ
く
、
プ
レ
テ
ス

ト
等
の
対
象
者
を
「
受
検0

生
」
と
表
記
し
た
流
儀
（
二
〇
頁
）
に
従
う
。

（
2
）　
『
史
記
』
巻
三
十
二
「
斉
太
公
世
家
」
冒
頭
の
近
く
に
見
え
る
名
高
い
一
節
で
あ
る
。
た
だ
し
、

末
尾
の
三
字
に
見
え
る
送
り
仮
名
「
立　
チ
テ

為ス
覗

師ト

」（
立
ち0

て
師し

と
為な

す
／
二
三
八
頁
）
は
疑
問
で
、

正
し
く
は
「
立　
テ
テ

為ス
覗

師ト

」（
立
て0

て
師
と
為
す
）
で
は
な
い
か
。
当
該
三
字
は
、「
周
西
伯
（
後
の
文

王
）
が
太
公
望
を
取
り
立
て
て
師
と
仰
い
だ
」
意
だ
か
ら
で
あ
る
。
プ
レ
テ
ス
ト
そ
れ
自
体
の
誤
り

か
、
そ
れ
と
も
本
書
の
誤
植
な
の
か
、
わ
ざ
わ
ざ
調
べ
て
み
る
気
に
も
な
ら
な
い
が
、
い
づ
れ
に
せ

よ
、
自
動
詞
の
「
立
つ
」（
四
段
活
用
）
と
他
動
詞
の
「
立
つ
」（
下
二
段
活
用
）
を
区
別
せ
ぬ
不
用

意
な
送
り
仮
名
で
は
な
か
ら
う
か
。

（
3
）　

紅
野
氏
は
、【
文
章
Ⅰ
】
お
よ
び
そ
れ
に
関
は
る
問
1
〜
4
と
【
文
章
Ⅱ
】
お
よ
び
そ
れ
に
関
は

る
問
5
〜
7
と
を
分
割
し
て
説
明
を
加
へ
て
ゐ
る
。

（
4
）　

や
や
性
急
の
嫌
ひ
が
あ
り
、
選
択
肢
の
番
号
を
記
し
て
ゐ
な
い
説
明
の
た
め
、
今
、
明
確
さ
を
重

ん
じ
て
〔　

〕
内
の
字
句
を
補
つ
た
。
と
り
わ
け
、
中
途
に
見
え
る
「「
聯
」
は
二
句
ず
つ
で
作
ら

れ
る
も
の
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
四
句
は
あ
り
え
ま
せ
ん
」
は
言
葉
足
ら
ず
の
説
明
で
、
二
句
×

二
＝
四
句
の
は
ず
な
の
に
、
な
ぜ
「
ど
う
し
て
も
四
句
は
あ
り
え
ま
せ
ん
」
と
言
へ
る
の
か
、
字
面

の
ま
ま
で
は
腑
に
落
ち
な
い
読
者
も
少
な
く
な
い
も
の
と
懸
念
す
る
。

（
5
）　

松
尾
善
弘
『
唐
詩
の
解
釈
と
鑑
賞
＆
平
仄
式
と
対
句
法
』（
近
代
文
藝
社
、
一
九
九
三
年
）
一
五

一
頁
。
当
書
所
収
の
論
考
七
「「
踏
み
落
し
」
考
」
中
に
示
さ
れ
た
百
分
率
を
簡
略
化
し
た
数
字
で

あ
る
。
こ
の
論
考
は
も
と
《
九
州
中
国
学
会
報
》
第
二
十
六
巻
（
昭
和
六
十
二
年
〔
一
九
八
七
〕
五

月
）
に
掲
載
さ
れ
た
由
（
一
五
七
頁
）
で
あ
る
が
、
文
中
、
松
尾
氏
は
、
標
題
の
と
ほ
り
「
踏
み
落

と
し
」
に
つ
い
て
詳
細
な
検
討
を
加
へ
、
近
体
七
言
詩
に
お
い
て
本
来
の
平
仄
式
そ
の
も
の
が
第
一

句
末
を
仄
字
と
し
て
ゐ
る
型
で
あ
れ
ば
、
近
体
詩
は
平
字
で
押
韻
す
る
の
が
原
則
の
た
め
、
そ
の
仄

字
た
る
末
字
が
韻
字
と
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
「
踏
み
落
と
し
」
と
呼
ぶ
の

は
「
妥
当
性
を
欠
い
た
い
い
か
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」（
一
五
五
〜
一
五
六
頁
）
と
主
張
す
る
。

こ
れ
は
理
に
適か
な

つ
た
見
解
で
あ
り
、
全
面
的
に
同
意
す
る
。

　

た
だ
し
、
松
尾
氏
が
続
け
て
五
言
詩
に
言
及
し
、『
唐
詩
選
』『
唐
詩
三
百
首
』
の
二
書
中
、
平
仄

式
が
第
一
句
末
を
平
字
と
す
る
型
で
あ
り
な
が
ら
、
偶
数
句
末
す
な
は
ち
第
二
・
四
句
の
末
字
と
韻

を
踏
ま
な
い
唯
一
の
例
と
し
て
、
次
の
一
首
を
挙
げ
て
ゐ
る
点
に
は
首
を
か
し
げ
ざ
る
を
得
な
い
。

原
詩
の
右
傍
に
見
え
る
記
号
（
○
＝
平
声
、
●
＝
仄
声
、
◎
＝
平
声
韻
字
）
は
、
松
尾
氏
自
身
が
附

け
た
も
の
で
あ
る
。
念
の
た
め
、
書
き
下
し
文
も
添
へ
て
お
か
う
。

　

怨
情
（
怨ゑ
ん

情じ
や
う）　　

　
　
〔
唐
〕
李
白

美
人
捲
珠
簾　
　

美び

人じ
ん　

珠し
ゆ

簾れ
ん

を
捲ま

き

●　

○　

●　

○　

○

　

第
一
句
の
末
字
「
帰
」
も
押
韻
し
て
ゐ
る
こ
と
、
す
な
は
ち
「
帰
・
違
・
磯
」
が

す
べ
て
上
平
五
〈
微
〉
韻
に
属
す
る
韻
字
で
あ
る
こ
と
は
、
最
終
的
に
は
漢
和
辞
典

で
確
認
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
言
ふ
ま
で
も
な
く
、
受
検
生
の
手
も

と
に
漢
和
辞
典
な
ど
あ
り
は
し
な
い
。
た
と
ひ
漢
和
辞
典
の
持
ち
込
み
が
許
さ
れ
て

ゐ
た
と
し
て
も
、
韻
字
を
確
定
す
べ
き
韻
目
の
調
べ
方
を
心
得
て
ゐ
る
高
校
生
が
何

人
ゐ
る
だ
ら
う
か
。「
国
語
」
の
一
分
野
に
す
ぎ
な
い
漢
文
で
、
そ
こ
ま
で
指
導
し

て
ゐ
る
高
校
の
教
室
は
皆
無
に
違
ひ
な
い
。

　

端
的
に
言
へ
ば
、
①
を
正
答
の
一
つ
と
す
る
本
設
問
そ
の
も
の
が
無
理
な
の
だ
。

こ
ん
な
設
問
を
「
プ
レ
テ
ス
ト
」
と
銘
打
つ
て
受
検
生
に
課
す
な
ぞ
悪
い
冗
談
以
外

の
何
物
で
も
な
い
。
本
設
問
を
通
じ
て
、「
七
言
詩
で
は
第
一
句
で
も
必
ず
押
韻
す

る
」「
日
本
漢
字
音
で
発
音
す
れ
ば
韻
字
が
わ
か
る
」
と
の
誤
れ
る
知
識
が
日
本
全

国
に
広
ま
つ
た
と
す
れ
ば
、
い
つ
た
い
誰
が
責
任
を
取
る
の
か
。
今
さ
ら
大
学
入
試

セ
ン
タ
ー
が
押お

つ
取と

り
刀が
た
なで
説
明
に
及
ん
だ
と
て
、
時
す
で
に
遅
し
、
大
半
の
受
検

生
が
網
目
か
ら
漏
れ
、
一
生
に
わ
た
り
誤
つ
た
知
識
を
抱
へ
続
け
る
こ
と
だ
ら
う
。

詳
し
い
解
説
を
ほ
ど
こ
さ
ぬ
ま
ま
「
し
た
が
っ
て
、
正
答
の
一
つ
は
①
で
す
」
で
済

ま
せ
た
本
書
に
も
、
そ
の
責
任
の
一
端
く
ら
ゐ
は
負
つ
て
も
ら
は
ね
ば
な
る
ま
い
。

　

紅
野
氏
に
よ
る
と
、
こ
の
設
問
に
つ
い
て
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
が
発
表
し
た
正
答

率
は
一
四
・
七
％
の
低
き
に
と
ど
ま
つ
た
と
い
ふ
（
二
四
二
頁
）。
①
と
⑥
の
複
数

解
答
と
な
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
で
誤
る
可
能
性
が
高
く
な
る
の
は
必
定
、
ま
し
て
や
二

重
の
誤
謬
に
基
づ
く
し
か
な
い
①
が
正
答
の
一
つ
と
来
て
は
、
何
を
か
況い

は

ん
や
で
あ

る
。
誤

マ
イ
ナ
ス×

誤
マ
イ
ナ
ス＝

正プ
ラ
スの

ご
と
き
珍
妙
な
二
項
演
算
を
振
り
回
さ
れ
て
は
、
た
ま
つ
た

も
の
で
は
な
い
。
安
直
に
も
「
絶
句
」
の
語
だ
け
に
飛
び
つ
い
て
①
を
選
ん
だ
生
徒

が
有
利
に
な
る
や
う
な
欠
陥
問
題
は
、
非
難
の
的
と
な
つ
て
然し

か

る
べ
き
で
は
な
か
ら

う
か
。
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明
星
大
学
研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】
第
三
十
一
号　

二
〇
二
三
年

「
踏
み
落
と
し
」
と
呼
ぶ
の
は
「
妥
当
性
を
欠
い
た
い
い
か
た
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
」（
一
五
五
〜

一
五
六
頁
）
と
述
べ
て
ゐ
た
か
ら
だ
。「
妥
当
性
を
欠
い
た
い
い
か
た
」
と
言
ふ
以
上
、「
踏
み
落
と

し
」
は
不
適
切
な
呼
び
方
で
あ
り
、
承
服
で
き
な
い
と
の
意
に
響
く
。
と
こ
ろ
が
、
右
に
引
い
た
結

論
は
、「
踏
み
落
と
し
」
の
定
義
づ
け
を
自
身
な
り
に
試
み
て
ゐ
る
こ
と
か
ら
見
て
、「
踏
み
落
と

し
」
の
語
を
容
認
し
て
ゐ
る
か
の
や
う
に
映
る
。
い
つ
た
い
松
尾
氏
は
「
踏
み
落
と
し
」
と
い
ふ
用

語
を
承
認
し
て
ゐ
る
の
か
拒
否
し
て
ゐ
る
の
か

―
何
や
ら
も
や
も
や

4

4

4

4

し
た
印
象
を
抱
く
の
は
私

だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。

　

二
つ
に
は
、
松
尾
氏
が
「
筆
者
流
に
定
義
づ
け
る
と
す
れ
ば
」
と
し
て
記
し
て
ゐ
る
「
踏
み
落
と

し
」
の
定
義
が
ま
つ
た
く
松
尾
氏
の
独
自
色
を
欠
い
た
一
般
的
な
「
踏
み
落
と
し
」
の
説
明
に
す
ぎ

ず
、
な
ぜ
改
め
て
「
定
義
づ
け
」
た
の
か
、
理
解
に
苦
し
む
か
ら
で
あ
る
。
た
と
へ
ば
、
松
尾
氏
の

論
考
に
先
ん
ず
る
こ
と
九
年
、
近
藤
春
雄
『
中
国
学
芸
大
事
典
』（
大
修
館
書
店
、
昭
和
五
十
三
年

〔
一
九
七
八
〕）
の
「
踏ふ
み

落お
と
し」
項
（
六
九
一
頁
）
を
見
る
と
、「
七
言
絶
句
及
び
七
言
律
詩
は
第
一
句

に
押
韻
す
る
の
が
通
則
で
あ
る
が
、
そ
の
押
韻
し
な
い
場
合
は
こ
れ
を
踏
落
と
い
う
」
と
の
説
明
が

あ
り
、〔
唐
〕
王
維
の
七
絶
「
九
月
九
日
憶
山
東
兄
弟
」
の
第
一
句
「
独
在
異
郷
為
異
客
」
を
例
に

挙
げ
て
ゐ
る
。
こ
の
七
絶
は
松
尾
氏
も
第
一
句
末
が
仄
字
で
あ
る
例
と
し
て
解
説
し
て
ゐ
る
（
一
五

〇
頁
）
が
、
近
体
詩
が
平
声
で
押
韻
す
る
の
を
通
則
と
し
、
押
韻
す
る
句
以
外
の
句
末
に
は
仄
声
の

字
を
置
く
の
が
常
態
で
あ
る
こ
と
を
想
へ
ば
、
入
声
す
な
は
ち
仄
声
の
「
客
」
が
韻
字
に
非
ざ
る

「
踏
み
落
と
し
」
で
あ
る
こ
と
は
、
特
に
松
尾
氏
の
「
定
義
」
を
俟ま

つ
ま
で
も
な
く
、
ご
く
当
然
の

こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
む
ろ
ん
、『
中
国
学
芸
大
事
典
』
が
記
す
「
七
言
絶
句
及
び
七
言
律
詩
は
」
の

裏
に
は
、「
踏
み
落
と
し
」
が
五
言
詩
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
の
意
味
も
含
ま
れ
て
ゐ
る
は
ず
だ
。

松
尾
氏
の
「
定
義
」
の
ど
こ
が
「
筆
者
流
」
な
の
か
、
今
一
つ
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

も
し
右
の
二
種
の
違
和
感
が
私
の
誤
読
に
起
因
す
る
の
で
あ
れ
ば
。
失
礼
を
深
く
お
詫
び
す
る
と

と
も
に
、
ぜ
ひ
松
尾
氏
の
本
意
に
つ
い
て
御
教
示
を
賜
り
た
く
思
ふ
。

（
6
）　
「
た
ぶ
ん

0

0

0

結
論
は
同
じ
」
と
記
す
の
は
、
現
在
「
ゐ
」
は
「
い
」
と
同
音
で
あ
り
、
た
と
ひ
「
ゐ
」

の
音
価
が
本
来
は/w

i/

だ
と
わ
き
ま
へ
て
ゐ
て
も
、
語
頭
子
音/w

/

を
外
し
て
考
へ
る
向
き
が
多

か
ら
う
と
の
推
測
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。
も
し/w

/

を
、
た
と
へ
ば
英
語
の/w

/

ほ
ど
独
立
し

た
音
価
を
持
つ
確
た
る
子
音
と
看み

做な

さ
な
け
れ
ば
、/w

i/

は
ほ
と
ん
ど
二
重
母
音/ui/

に
等
し
く

な
り
、
し
た
が
つ
て
「
違
」
は
「
帰
・
磯
」
す
な
は
ち/ki, ki/

と
韻
を
踏
ま
な
い
と
の
考
へ
も
成

り
立
つ
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
こ
の/w

i/

を
二
重
母
音/ui/

と
同
一
視
す
る
に
至
る

と
の
話
は
、
あ
く
ま
で
恣
意
に
よ
る
架
空
の
想
定
に
す
ぎ
な
い
。
日
本
語
の
ワ
行
に
ま
つ
は
る
音
韻

学
の
立
場
か
ら
反
論
が
起
こ
れ
ば
、
た
だ
ち
に
「
た
ぶ
ん
」
三
字
は
抹
消
す
る
つ
も
り
で
あ
る
。

　

＊
本
稿
の
漢
字
は
、
常
用
字
体
を
原
則
と
し
た
。

深
坐
顰
蛾
眉　
　

深ふ
か

く
坐ざ

し
て　

蛾が

眉び

を
顰ひ
そ

む

但
見
涙
痕
湿　
　

但た
だ

だ
見み

る　

涙る
い

痕こ
ん

の
湿う
る
ほへ

る
を

不
知
心
恨
誰　
　

知し

ら
ず　

心こ
こ
ろに
誰た
れ

を
か
恨う
ら

む

　

松
尾
氏
は
、
右
の
一
首
に
つ
い
て
、
第
一
句
末
が
「
平
字
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
「
簾
」
が
下
平

一
四
塩
の
韻
で
、「
眉
・
誰
」
の
上
平
四
支
韻
と
押
韻
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
詩
を
律
絶
の
範

0

0

0

0

0

0

0

0

疇
に
入
れ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
上
で

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
且
つ
先
の
〔
第
一
句
の
末
字
が
平
字
な
ら
ば
、
第
二
・

四
句
の
末
字
と
と
も
に
韻
を
踏
む
と
い
ふ
〕
原
則
を
ふ
み
外
し
た
と
考
え
れ
ば
、
こ
の
詩
を
こ
そ

「
踏
み
落
し
」
の
作
品
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
」（
一
五
六
頁
／
傍
点
お
よ
び
〔　

〕
内
の
字
句
は
古

田
島
に
よ
る
）
と
述
べ
る
。
け
れ
ど
も
、
憚は
ば
かり
な
が
ら
、
こ
の
議
論
は
一
か
ら
十
ま
で
成
り
立
た
な

い
。
松
尾
氏
は
「
こ
の
詩
を
律
絶
の
範
疇
に
入
れ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
上
で
」
と
記
し
て
ゐ
る

が
、
こ
の
「
前
提
」
そ
れ
自
体
が
間
違
つ
て
ゐ
る
か
ら
だ
。
松
尾
氏
が
自
ら
附
け
た
平
仄
記
号
を
一

瞥
す
れ
ば
、
右
が
「
律
絶
」
す
な
は
ち
近
体
詩
の
格
律
に
見
合
つ
た
絶
句
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ

ら
う
。
第
一
句
は
〈
二
四
不
同
〉
に
違
反
し
て
ゐ
る
う
へ
、
近
体
詩
と
し
て
は
致
命
的
な
第
二
字

「
人
」
の
〈
孤
平
〉
が
あ
る
。
第
二
句
「
坐
」
の
〈
孤
仄
〉
は
見
逃
す
と
し
て
も
、
下
三
字
「
顰
蛾

眉
」
は
再
び
近
体
詩
に
と
つ
て
致
命
傷
の
禁タ
ブ
ー忌
た
る
〈
下
三
平
〉
だ
。
第
三
句
「
痕
」
の
謂
は
れ
な

き
〈
孤
平
〉
も
気
に
な
る
と
こ
ろ
。
や
は
り
第
四
句
「
恨
」
の
〈
孤
仄
〉
は
看
過
ご
す
に
せ
よ
、
で

あ
る
。
誰
が
ど
う
見
て
も
「
律
絶
」
の
は
ず
は
な
い
。
誤
つ
た
「
前
提
」
に
基
づ
く
閑
文
字
は
、
読

み
手
を
惑
は
せ
る
だ
け
で
あ
る
。

　

も
つ
と
も
、
松
尾
氏
も
何
か
変
調
を
来
た
し
た
こ
と
に
気
づ
い
た
の
だ
ら
う
、
右
の
直
後
に
「
と

こ
ろ
が
、
こ
の
詩
と
て
古
絶
の
範
疇
に
入
れ
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
原
則
を
適
用
し
よ
う
も
な
く
な
り
、

結
局
の
と
こ
ろ
五
七
言
と
も
に
こ
う
い
う
種
類
の
作
品
は
皆
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
」（
同

頁
）
と
記
し
て
ゐ
る
。
正ま
さ

し
く
そ
の
と
ほ
り
だ
。
右
の
李
白
詩
は
、
近
体
詩
の
格
律
に
適
合
し
な
い

「
古
絶
」
す
な
は
ち
古
体
絶
句
で
あ
り
、
第
二
句
末
「
眉
」
と
第
四
句
末
「
誰
」
で
の
押
韻
が
求
め

ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
第
一
句
末
「
簾
」
が
平
字
で
あ
り
な
が
ら
韻
を
踏
ん
で
ゐ
な
く
と
も
、
別
し

て
言
挙
げ
す
る
に
は
値
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
松
尾
氏
が
結
論
と
し
て
「
い
う
と
こ
ろ
の
「
踏
み
落
し
」
を
筆
者
〔
す
な
は
ち
松
尾

氏
〕
流
に
定
義
づ
け
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
七
絶
七
律
の
第
一
句
」
の
末
字
が
仄
字
で
あ
る
や
う
な

平
仄
式
を
持
つ
「
型
の
詩
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
こ
の
現
象
は
七
言
の
み
に
限
定
し
な
け
れ

ば
な
ら
ず
、
も
し
五
言
に
も
あ
て
は
め
て
し
ま
え
ば
、「
踏
み
落
し
」
の
詩
の
方
が
圧
倒
的
に
多
い

こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
あ
る
」（
同
頁
）
と
記
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
二
つ
の
点
で
違
和
感

を
覚
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　

一
つ
に
は
、
前
引
の
ご
と
く
、
松
尾
氏
自
ら
、
そ
の
や
う
な
第
一
句
末
＝
仄
字
型
の
平
仄
式
を
持

つ
近
体
七
言
詩
で
は
、
当
該
の
位
置
で
押
韻
し
な
い
の
が
当
た
り
ま
へ
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
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