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は
じ
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に 

 
 

近
年
、
日
本
人
の
言
語
力
の
低
下
が
至
る
所
で
危
惧
さ
れ
て
い
る
。
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
の
電
子
機
器
を
使
う
こ

と
で
、
漢
字
を
読
む
こ
と
は
で
き
て
も
書
け
な
い
人
、
文
章
を
い
ざ
書
こ
う
と
思
っ
て
も
う
ま
く
書
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
が
多
く

な
っ
て
き
て
い
る
。
ま
し
て
中
学
生
は
、
主
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
い
え
ば
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
あ
る
。
短
い
テ
キ
ス
ト
メ
ッ
セ

ー
ジ
で
の
や
り
取
り
が
横
行
し
て
お
り
、
言
語
力
の
低
下
、
そ
の
自
覚
を
持
つ
こ
と
す
ら
ま
ま
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
国
語
科

教
員
と
し
て
は
悲
観
し
て
い
る
毎
日
で
あ
る
。『
Ａ
Ｉ
に
負
け
な
い
』
と
は
い
え
、
今
や
「S

ocie
ty5.0

」
の
時
代
を
迎
え
、
教
育
現

場
に
お
い
て
も
Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
重
要
性
が
説
か
れ
る
時
代
で
あ
る
。
大
切
な
の
は
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
流
れ
に
あ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
、

ど
の
よ
う
な
言
語
力
を
生
徒
に
獲
得
さ
せ
て
い
く
か
、
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
豊
富
な
語
彙
や
磨
か
れ
た

表
現
力
は
生
徒
の
こ
れ
か
ら
の
社
会
を
生
き
抜
く
上
で
の
大
切
な
素
養
と
な
る
。
授
業
の
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
自

ら
の
言
語
力
を
客
観
的
に
評
価
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
で
あ
る
。
様
々
な
制
限
の
中
で
考
え
抜

か
れ
た
美
し
い
表
現
、
リ
ズ
ム
感
に
溢
れ
る
漢
詩
に
触
れ
る
こ
と
は
、
生
徒
に
言
葉
の
持
つ
力
を
実
感
さ
せ
る

教
材
に
な
り
う
る
と
考
え
る
。
漢
詩
が
今
も
な
お
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
価
値
は
、
そ
こ
に
あ
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

そ
の
一
方
で
、
漢
詩
に
つ
い
て
の
学
習
者
の
イ
メ
ー
ジ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
行
っ
て
み
る
と
、
半
数
近
く

の
学
習
者
が
「
内
容
が
難
し
そ
う
だ
」
と
答
え
て
い
る
。
漢
字
の
み
の
文
章
の
た
め
、
な
か
な
か
親
し
み
を
持

っ
て
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
そ
う
だ
。
こ
れ
ま
で
も
古
典
の
学
習
で
は
、
枕
草
子
や
徒
然
草
、

平
家
物
語
に
取
り
組
ん
だ
が
、
内
容
的
な
興
味
関
心
が
深
い
一
方
で
、
そ
の
読
み
づ
ら
さ
に
は
抵
抗
を
感
じ
て

い
る
学
習
者
も
多
か
っ
た
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。
作
者
の
表
現
の
工
夫
や
思
い
に
寄
り
添
わ
せ
つ
つ
、
漢
詩
に

興
味
を
持
た
せ
た
い
。
ま
た
、
韻
文
の
学
習
経
験
か
ら
、
表
現
技
法
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
独
特
の
リ
ズ
ム

感
や
、
詩
の
形
式
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
っ
た
回
答
も
見
ら
れ
た
。
既
習
の
学
習
内
容
に
も
触
れ
な
が
ら
、

漢
詩
特
有
の
表
現
の
工
夫
に
気
付
か
せ
て
い
く
。
さ
ら
に
、
中
国
文
化
と
日
本
文
化
の
つ
な
が
り
に
言
及
し
て

い
る
学
習
者
も
多
い
。
漢
詩
の
理
解
に
は
、
そ
の
当
時
の
中
国
文
化
を
知
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。
様
々
な
情
報
を
学
習
者
に
提
示

し
な
が
ら
、
よ
り
深
い
漢
詩
の
理
解
に
つ
な
げ
、
漢
詩
に
親
し
む
態
度
の
育
成
も
図
ろ
う
と
す
る
の
が
、
本
実
践
の
目
的
で
あ
る
。 

 

２ 

漢
詩
の
も
つ
教
材
性 

古
典
作
品
に
お
い
て
、
日
本
と
中
国
の
関
わ
り
は
深
く
、
古
来
よ
り
中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
言
語
文
化
は
日
本
文
化
を
語
る
上
で

は
欠
か
せ
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
漢
字
を
も
と
に
し
て
万
葉
仮
名
や
平
仮
名
、
片
仮
名
な
ど
が
生
ま
れ
て
き
た
こ
と

が
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
。
ま
た
、
漢
文
は
鎌
倉
時
代
か
ら
明
治
時
代
ま
で
は
公
文
書
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
、
漢
文
を
学
習
す
る
こ
と
は
、
中
国
の
文
学
と
そ
の
歴
史
を
学
習
す
る
こ
と
に
な
る
の
と
同
時
に
日
本
の
文
化
を
学
ぶ
こ
と
に
も

な
る
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
ま
た
、
漢
詩
は
中
国
の
古
典
作
品
で
あ
る
が
、
訓
読
法
に
よ
り
、
日
本
の
文
学
に
深
く
溶
け
込
ん

で
お
り
、
日
本
の
古
典
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
訓
読
法
は
、
漢
字
文
化
を
共
有
す
る
日
本
・
中
国
の
特
殊
な
環
境
下
で
生

ま
れ
た
。
漢
文
訓
読
文
は
日
本
文
化
人
の
基
礎
的
教
養
と
し
て
重
要
視
さ
れ
、
我
が
国
の
伝
統
や
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
。
日
本
で
は
、
唐
の
時
代
の
詩
が
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
。
漢
詩
は
比
較
的
自
由
に
う
た
わ
れ
、
韻
律
も
定
ま
っ
て
い
な
い
古
体

詩
と
韻
律
が
一
定
の
形
式
に
定
め
ら
れ
た
近
体
詩
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
今
回
の
単
元
で
は
近
体
詩
を
扱
っ
て
い
く
。
字
数
の
少
な

い
詩
の
ほ
う
が
親
し
み
や
す
い
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
詩
の
読
解
は
た
や
す
い
も
の
で
は
な
い
。
凝
縮
さ
れ
た
詩
情
は
、
散
文
の

よ
う
に
説
明
的
で
な
く
、
難
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
説
明
的
で
な
い
が
ゆ
え
に
自
由
で
、
発
展
的
な
読
解
が
可
能
な
漢
詩
を
、
中
学

生
の
み
ず
み
ず
し
い
感
性
で
味
わ
わ
せ
た
い
。 

３ 

指
導
の
構
想 

 
 

漢
詩
の
学
習
は
往
々
に
し
て
学
習
者
に
学
習
の
必
要
性
や
楽
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
難
し
く
、
筆
者
自
身
は
学
習
者
に
学
習

の
意
欲
付
け
を
行
う
必
要
性
は
感
じ
な
が
ら
も
な
か
な
か
そ
の
実
際
は
訓
読
の
方
法
や
漢
詩
の
形
式
、
押
韻
や
対
句
な
ど
と
い
っ
た

学
習
事
項
を
押
さ
え
る
の
み
と
い
っ
た
授
業
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
今
回
は
漢
詩
を
学
ぶ
意
義
に
気
付
か
せ
つ
つ
も
、
学
習
者
自

ら
の
言
語
生
活
を
振
り
返
り
、
今
後
の
言
語
表
現
に
生
か
し
て
い
く
態
度
を
養
う
時
間
と
し
た
。 

漢
詩
は
限
ら
れ
た
字
数
の
中
で
情
景
や
作
者
自
身
の
心
情
な
ど
を
表
現
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
作
者
は
そ
の
制

内容が難しそうだ 42％ 

内容が面白そうだ 3％ 

漢文独特の表現がありそうだ 32％ 

中国文化とのつながり 23％ 

【表１】 学習前の漢文に対するイメージ 



- 2 - 

 

限
の
中
で
実
に
多
く
の
工
夫
を
交
え
な
が
ら
豊
か
に
詠
い
上
げ
て
い
る
。
今
回
の
単
元
で
は
、
鑑
賞
文
を
書
く
活
動
を
通
し
て
そ
う

し
た
作
者
の
工
夫
に
気
付
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
漢
詩
が
描
く
情
景
を
具
体
的
に
想
像
す
る
力

を
養
っ
て
い
き
た
い
。
私
た
ち
日
本
人
は
漢
文
や
漢
詩
を
日
常
の
言
語
生
活
の
文
脈
に
お
く
こ
と
が
難
し
い
。
し
か
し
、
漢
文
は
今

日
の
日
本
の
言
語
文
化
を
語
る
上
で
欠
か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
漢
文
や
漢
詩
を
学
ぶ
こ
と
は

我
々
日
本
人
の
言
語
文
化
の
一
端
を
知
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
と
と
も
に
、
国
語
の
本
質
に
も
迫
る
大
切
な
学
習
の
一
つ
で
あ
る
。

今
回
は
単
元
の
中
で
中
国
文
化
と
日
本
文
化
の
関
り
に
つ
い
て
も
触
れ
、
学
習
者
に
漢
文
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
に
つ
い
て
も
考
え
さ

せ
た
い
と
考
え
た
。
ま
た
、
今
回
は
漢
文
の
中
で
も
韻
文
で
あ
る
漢
詩
の
学
習
で
あ
る
。
こ
れ
は
日
本
語
に
お
け
る
韻
文
に
も
共
通

し
て
言
え
る
こ
と
だ
が
、
韻
文
を
学
ぶ
こ
と
は
少
な
い
文
字
数
の
中
で
効
果
的
に
読
者
に
自
分
自
身
の
思
い
を
伝
え
る
力
を
養
う
こ

と
に
つ
な
が
る
。
さ
ら
に
漢
詩
に
つ
い
て
は
起
承
転
結
を
意
識
し
た
構
成
で
あ
っ
た
り
、
押
韻
で
あ
っ
た
り
と
、
よ
り
洗
練
さ
れ
た

言
語
表
現
が
一
つ
の
作
品
に
ふ
ん
だ
ん
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
筆
者
の
工
夫
に
気
付
か
せ
る
手
立
て
を
授
業
の
中
で

講
じ
な
が
ら
、
学
習
者
を
深
い
学
び
に
誘
い
た
い
と
考
え
た
。 

 
 

ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
１
単
位
時
間
の
振
り
返
り
は
、
授
業
の
終
末
に
行
う
こ
と
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
、
自
分
の
考
え
の
変
容
に

つ
い
て
う
ま
く
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ど
の
課
題
が
見
ら
れ
た
。
そ
こ
で
、
授
業
の
終
末
に
振
り
返
り
を
行
う
こ
と
に
こ
だ

わ
ら
ず
、
学
習
内
容
や
指
導
目
標
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
適
切
な
機
会
を
設
け
て
振
り
返
り
を
行
っ
た
。
今
回
の
単
元
で
は
は

じ
め
の
問
い
か
ら
自
然
発
生
的
に
生
ま
れ
る
新
た
な
問
い
を
設
け
る
こ
と
を
意
識
し
て
１
単
位
時
間
当
た
り
の
授
業
づ
く
り
を
行
っ

て
い
る
。
そ
の
思
考
の
過
程
に
お
け
る
学
習
者
の
学
び
の
変
容
や
深
ま
り
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
言
葉
に
よ
る
見
方
や
考
え
方
を
ど

う
働
か
せ
た
の
か
を
振
り
返
ら
せ
た
。
そ
の
際
、
誰
の
ど
ん
な
発
言
に
よ
っ
て
自
分
の
考
え
を
構
築
し
た
の
か
に
つ
い
て
気
付
か
せ

た
。
そ
し
て
、
終
末
で
は
指
導
者
が
提
示
し
た
新
た
な
視
点
や
手
立
て
に
よ
っ
て
変
容
し
た
自
分
の
考
え
を
書
か
せ
る
こ
と
を
心
掛

け
た
。 

 

４ 

単
元
計
画 

（
１
） 

育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力 

【
知
識
及
び
技
能
】 

・ 

多
義
的
な
意
味
を
表
す
語
句
の
意
味
に
つ
い
て
理
解
し
、
語
感
を
磨
き
、
語
彙
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

・ 

漢
詩
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
漢
詩
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

【
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
等
】 

・ 

漢
詩
を
読
み
、
漢
詩
の
構
成
や
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
、
自
分
の
考
え
を
も
つ
こ
と
が
で
き
る
。 

【
学
び
に
向
か
う
力
、
人
間
性
等
】 

・ 

漢
詩
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、
表
現
の
工
夫
を
考
え
る
こ
と
で
、
自
ら
の
語
感
を
磨
き
、
表
現
に
生
か
そ
う
と

す
る
。 

 

（
２
） 

指
導
目
標 

漢
詩
を
読
み
、
作
者
の
洗
練
さ
れ
た
表
現
に
触
れ
さ
せ
、
そ
の
心
情
や
描
か
れ
た
情
景
を
捉
え
さ
せ
る
。 

 

（
３
） 

評
価
規
準 

【
知
識
・
理
解
】 

① 

多
義
的
な
意
味
を
表
す
語
句
の
意
味
に
つ
い
て
理
解
し
、
語
感
を
磨
き
、
語
彙
を
豊
か
に
し
て
い
る
。
（（
１
）
―
エ
） 

② 

漢
詩
を
読
む
こ
と
を
通
し
て
、
漢
詩
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
と
ら
え
て
い
る
。（
（
３
）
―
イ
） 

【
思
考
・
判
断
・
表
現
】 

① 

読
む
こ
と
に
お
い
て
、
漢
詩
の
構
成
や
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
、
自
分
の
考
え
を
も
っ
て
い
る
。
（
Ｃ
－
エ
） 

【
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
】 

① 

漢
詩
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、
表
現
の
工
夫
を
考
え
る
こ
と
で
、
自
ら
の
語
感
を
磨
き
、
表
現
に
生
か
そ
う

と
し
て
い
る
。 

② 

粘
り
強
く
漢
詩
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、
表
現
の
工
夫
を
考
え
、
鑑
賞
文
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
。 
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（
４
） 

指
導
計
画
及
び
評
価
計
画 

 

５ 

単
位
時
間
当
た
り
の
授
業
の
展
開
に
つ
い
て 

【
１
時
間
目
】 

導
入
で
は
、
は
じ
め
に
学
習
者
か
ら
あ
ら
か
じ
め
取
っ
た
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
を
共
有
す
る
。
漢
文
や
漢
詩
が
学
習
者
に
と
っ
て
身
近

な
も
の
と
し
て
感
じ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
共
有
し
、
そ
れ
で
も
今
な
お
読
み
継
が
れ
て
い
る
漢
文
や
漢
詩
に
は
必
ず
読
む

意
義
が
あ
る
は
ず
だ
と
い
う
意
識
を
共
有
し
た
い
。
ま
た
、
学
習
者
に
も
身
近
に
感
じ
さ
せ
る
た
め
に
解
釈
が
容
易
で
内
容
的
に
も
想

像
し
や
す
い
作
品
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
漢
文
に
対
し
て
身
構
え
ず
に
取
り
組
む
姿
勢
を
作
り
た
い
。
今
回
用
い
る
作
品
は
杜
甫
『
絶

句
』
で
あ
る
。
展
開
の
前
半
で
は
、
漢
詩
の
一
部
分
が
空
欄
に
な
っ
た
も
の
を
学
習
者
に
提
示
し
、
空
欄
に
ふ
さ
わ
し
い
漢
字
は
何
か

を
考
え
さ
せ
る
。
そ
の
際
、
描
か
れ
て
い
る
情
景
を
想
像
さ
せ
た
り
、
他
の
言
葉
に
着
目
さ
せ
た
り
、
他
の
行
と
比
較
さ
せ
な
が
ら
、

こ
れ
ま
で
に
学
ん
で
き
た
言
葉
に
よ
る
見
方
や
考
え
方
を
働
か
せ
な
が
ら
迫
ら
せ
た
い
。
考
え
を
形
成
し
て
い
く
中
で
対
比
や
詩
の
構

成
を
意
識
し
な
が
ら
読
む
姿
勢
を
養
う
と
と
も
に
、
ど
ん
な
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
さ
せ
る
。
学
級
で
の
共
有
を
図
っ
た

後
に
、
他
者
と
の
交
流
の
中
で
気
づ
い
た
新
た
な
見
方
や
考
え
方
の
違
い
に
気
付
か
せ
た
い
。
展
開
の
後
半
で
は
、
空
欄
に
な
っ
て
い

る
漢
字
は
直
接
的
に
色
を
表
現
し
て
い
る
漢
字
で
は
な
く
、「
燃
」
と
い
う
漢
字
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
。
こ
れ
は
、
単
な
る

赤
色
と
は
異
な
り
、
燃
え
る
よ
う
に
鮮
や
か
な
赤
色
を
表
現
す
る
た
め
、
さ
ら
に
は
後
半
の
作
者
自
身
の
虚
し
さ
と
の
対
比
を
よ
り
鮮

明
に
描
く
た
め
に
作
者
が
選
ん
だ
言
葉
で
あ
る
。
な
ぜ
「
燃
」
と
い
う
漢
字
を
作
者
が
使
っ
た
の
か
、
そ
の
真
意
を
考
え
さ
せ
る
こ
と

で
筆
者
の
表
現
の
工
夫
に
迫
り
た
い
。
終
結
で
は
、
作
者
の
言
葉
に
よ
る
見
方
や
考
え
方
を
踏
ま
え
つ
つ
、
自
分
の
考
え
と
の
比
較
を

さ
せ
る
と
と
も
に
、
今
後
ど
の
よ
う
に
学
習
を
進
め
て
い
き
た
い
か
を
書
か
せ
た
い
。 

【
２
時
間
目
】 

 

１
時
間
目
で
考
え
た
「
燃
」
と
い
う
漢
字
が
使
わ
れ
た
意
図
が
、
漢
字
の
本
来
持
っ
て
い
る
意
味
の
他
に
、
押
韻
の
ル
ー
ル
に
基
づ

い
て
い
る
こ
と
を
学
ん
で
い
く
。
押
韻
と
い
う
言
葉
は
日
頃
馴
染
み
の
な
い
言
葉
で
は
あ
る
が
、
実
は
押
韻
は
日
常
の
生
活
に
お
い
て

も
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
表
現
技
法
で
あ
る
こ
と
を
学
習
者
に
投
げ
か
け
、
ど
の
よ
う
な
場
面
で
押
韻
が
生
か
さ
れ
て
い
る
か
考
え
さ
せ

      

次 

６ ５ ４ ３ ２ １ 時 
⑴ 

互
い
に
作
品
を
読
み
合
う
。 

⑵ 

単
元
の
振
り
返
り
を
行
う
。 

⑴ 

鑑
賞
文
を
書
か
せ
る
。 

・ 

筆
者
の
表
現
の
工
夫
、
構
成
、
描
か
れ
て
い
る
情
景

と
心
情
に
つ
い
て
触
れ
な
が
ら
書
か
せ
る
。 

⑴ 

自
分
が
選
ん
だ
漢
詩
の
鑑
賞
を
行
う
。 

・ 

形
式
、
押
韻
は
何
だ
ろ
う
。 

・ 

起
承
転
結
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。 

・ 

ど
の
よ
う
な
情
景
、
心
情
が
描
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

そ
の
中
で
、
自
然
を
表
す
表
現
が
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な

効
果
を
あ
げ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。 

⑴ 

漢
文
が
日
本
の
社
会
や
言
語
文
化
に
与
え
た
影
響
に

つ
い
て
考
え
さ
せ
る
。 

⑵ 

複
数
の
漢
文
を
読
み
、
自
分
が
鑑
賞
文
を
書
き
た
い

と
思
う
作
品
を
選
ば
せ
る
。 

⑴ 

押
韻
に
は
ど
ん
な
効
果
が
あ
る
の
か
考
え
さ
せ
る 

⑵ 

押
韻
は
漢
詩
独
特
の
表
現
で
は
な
く
、
日
本
語
や
英

語
に
お
い
て
も
使
わ
れ
て
い
る
技
法
で
あ
る
こ
と
に

気
付
か
せ
る
。 

⑴ 
単
元
の
見
通
し
を
も
つ
。 

⑵ 
漢
詩
の
空
欄
に
は
ど
ん
な
漢
字
が
ふ
さ
わ
し
い
か 

考
え
る
。 

⑶ 

な
ぜ
「
燃
」
と
い
う
漢
字
を
作
者
が
用
い
た
の
か
考

え
る
。 

 
学
習
活
動 

態
① 

他
者
の
鑑
賞
文
か
ら
表
現
の
工
夫
を
読
み
取
ろ
う
と

す
る
。
（
Ｏ
Ｐ
Ｐ
シ
ー
ト
） 

思
① 
漢
詩
の
構
成
や
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
、
理
解
し

て
い
る
。（
作
品
）。 

態
② 

漢
詩
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、
表
現
の

工
夫
を
考
え
、
鑑
賞
文
を
書
こ
う
と
し
て
い
る
。（
作
品
） 

知
① 

筆
者
の
用
い
た
漢
字
の
効
果
に
つ
い
て
理
解
し
て
い

る
。（
学
習
シ
ー
ト
） 

思
① 

漢
詩
の
構
成
や
表
現
の
効
果
に
つ
い
て
考
え
、
理
解
し

て
い
る
。（
学
習
シ
ー
ト
） 

知
② 

漢
詩
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
と
ら
え
て

い
る
。
（
Ｏ
Ｐ
Ｐ
シ
ー
ト
） 

態
① 

筆
者
の
物
の
見
方
や
考
え
方
を
理
解
し
よ
う
と
て
い

る
。（
観
察
） 

 

知
① 

押
韻
の
も
つ
効
果
に
つ
い
て
理
解
し
て
い
る
。
（
Ｏ
Ｐ

Ｐ
シ
ー
ト
） 

 

思
① 

筆
者
の
用
い
た
漢
字
の
効
果
に
つ
い
て
叙
述
を
根
拠

に
記
述
し
て
い
る
か
。
（
Ｏ
Ｐ
Ｐ
シ
ー
ト
） 

態
① 

漢
詩
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
、
表
現
の

工
夫
を
考
え
る
こ
と
で
、
自
ら
の
語
感
を
磨
き
、
表
現
に

生
か
そ
う
と
し
て
い
る
。（
Ｏ
Ｐ
Ｐ
シ
ー
ト
） 

見
取
り
の
観
点 
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る
。
こ
こ
で
上
が
っ
て
く
る
の
は
「
ラ
ッ
プ
」
や
「
Ｊ
－
Ｐ
Ｏ
Ｐ
」
な
ど
、
学
習
者
が
普
段
親
し
ん
で
い
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ど

の
よ
う
に
押
韻
が
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
実
際
に
聞
い
て
み
る
こ
と
で
実
感
を
与
え
た
い
。
加
え
て
押
韻
が
も
た
ら
す
も
の
は
何
か
を

考
え
、
リ
ズ
ム
を
生
み
出
し
た
り
、
主
題
に
迫
る
語
句
の
強
調
の
効
果
な
ど
を
押
さ
え
さ
せ
る
。
ま
た
、
押
韻
が
日
本
だ
け
で
な
く
、

中
国
語
や
英
語
に
お
い
て
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
「
世
界
に
一
つ
だ
け
の
花
」
を
中
国
語
、
英
語
の
歌
詞
を
つ
け
て
聞
か
せ
る
。 

【
３
時
間
目
】 

 

杜
甫
が
な
ぜ
故
郷
に
帰
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
か
を
考
え
る
時
間
で
あ
る
。
あ
え
て
学
習
者
に
は
何
の
情
報
も
与
え
ず
、
あ
く

ま
で
も
自
分
の
予
想
と
し
て
考
え
さ
せ
た
い
。
そ
う
す
る
こ
と
で
そ
の
答
え
に
た
ど
り
着
く
た
め
に
は
中
国
の
歴
史
的
背
景
を
押
さ
え

る
必
要
性
に
気
付
か
せ
た
と
こ
ろ
で
、
学
習
者
に
当
時
の
歴
史
的
背
景
や
杜
甫
の
人
生
に
つ
い
て
の
情
報
を
提
示
す
る
。 

授
業
の
終
末
で
は
、
教
師
が
選
ん
だ
九
つ
の
漢
詩
の
中
か
ら
鑑
賞
文
を
書
く
た
め
に
一
つ
選
ば
せ
る
。
提
示
し
た
漢
詩
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。 

①
涼
州
詞 

王
翰 

②
送
元
二
使
安
西 
王
維 

③
黄
鶴
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵 

 
 

李
白 

④
江
雪 

柳
宗
元 

⑤
静
夜
思 

李
白 

⑥
香
炉
峰
下
新
卜
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁 
白
居
易 

⑦
春
望 

杜
甫 

⑧
七
歩
詩 

曹
植 

⑨
哭
晁
卿
衡 

李
白 

【
４
時
間
目
】 

個
人
で
の
鑑
賞
の
時
間
で
あ
る
。
は
じ
め
に
漢
詩
を
鑑
賞
す
る
視
点
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
。
こ
れ
ま
で
に
学
習
者
は
短
歌
の
鑑
賞

も
行
っ
て
お
り
、
３
時
間
目
ま
で
に
学
習
し
た
内
容
と
合
わ
せ
て
振
り
返
っ
た
。
①
情
景
②
作
者
の
心
情
③
押
韻
④
対
句
な
ど
の
表
現

技
法
⑤
構
成
⑥
漢
字
の
意
味
な
ど
を
吟
味
す
る
こ
と
を
確
認
し
た
。 

【
５
時
間
目
】 

 

鑑
賞
文
を
書
く
時
間
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
学
習
者
が
前
時
に
鑑
賞
し
た
内
容
を
も
と
に
、
鑑
賞
文
を
書
か
せ
た
。 

【
６
時
間
目
】 

 

そ
れ
ぞ
れ
が
書
い
た
鑑
賞
文
を
グ
ル
ー
プ
で
読
み
合
い
、
交
流
を
行
っ
た
。
学
習
者
は
お
た
が
い
の
鑑
賞
文
を
①
情
景
が
浮
か
ぶ
作

品
か
②
作
者
の
心
情
が
伝
わ
っ
て
く
る
作
品
か
③
作
者
の
表
現
の
工
夫
が
わ
か
る
作
品
か
④
読
ん
で
納
得
で
き
る
作
品
か
⑤
そ
の
漢
詩

の
魅
力
が
伝
わ
っ
て
く
る
か
、
と
い
っ
た
視
点
で
評
価
を
し
た
。
そ
の
後
、
漢
詩
の
魅
力
と
は
何
か
を
考
え
、
学
級
で
交
流
し
、
最
後

に
単
元
の
ま
と
め
を
行
っ
た
。 

 
 ６ 

お
わ
り
に 

 

今
回
の
実
践
を
行
っ
た
後
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
は
、
大
半
の
生
徒
が
漢
詩
に
対
し
て
肯
定
的
に
捉
え
る
よ
う
に
変
化
し
て

い
た
。
漢
詩
の
も
つ
面
白
さ
や
価
値
に
気
付
き
、
主
体
的
に
鑑
賞
を
行
お
う
と
学
習
に
取
り
組
む
生
徒
が
多
く
見
ら
れ
、

概
ね
単
元
の
ね
ら
い
に
迫
る
こ
と
は
で
き
た
と
感
じ
て
い
る
。 

そ
の
一
方
で
課
題
と
な
っ
た
の
は
、
「
我
が
国
の
言
語
文
化
」
を
次
世
代
に
ど
う
継
承
し
て
い
く
の
か
と
い
っ
た
視
点

を
学
習
者
に
持
た
せ
る
指
導
の
あ
り
方
で
あ
る
。
学
習
指
導
要
領
で
は
、
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
し
て
、
以
下
の
よ
う

に
記
述
さ
れ
て
い
る
。 

 

我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
わ
る
と
は
、
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
創
造
さ
れ
、
継
承
さ
れ
て
き
た
文
化
的
に
高
い
価
値
を

も
つ
言
語
そ
の
も
の
、
つ
ま
り
、
文
化
と
し
て
の
言
語
、
ま
た
、
そ
れ
ら
を
実
際
の
生
活
で
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
て
き
た
文
化
的
な
言
語
生
活
、
さ
ら
に
は
、
古
代
か
ら
現
代
ま
で
の
各
時
代
に
わ
た
っ
て
、
表
現
し
、
受
容
さ
れ

て
き
た
多
様
な
言
語
芸
術
や
芸
能
な
ど
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

国
語
を
尊
重
し
て
そ
の
能
力
の
向
上
を
図
る
態
度
を
養
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
は
、
我
が
国
の
歴
史
の
中
で
育
ま
れ

て
き
た
国
語
が
、
人
間
と
し
て
の
知
的
な
活
動
や
文
化
的
な
活
動
の
中
枢
を
な
し
、
一
人
一
人
の
自
己
形
成
、
社
会
生
活

の
向
上
、
文
化
の
創
造
と
継
承
な
ど
に
欠
か
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
語
に
対
す
る
自
覚
や
関
心
を
高
め
、
話
し
た
り
聞

い
た
り
書
い
た
り
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
が
、
生
徒
一
人
一
人
の
言
語
能
力
を
更
に
向
上
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
中
で
、
国
語

を
愛
護
し
、
国
語
を
尊
重
し
て
、
国
語
そ
の
も
の
を
一
層
優
れ
た
も
の
に
向
上
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
意
識
や
態
度
も
育
っ
て
い
く
の

で
あ
る
。 

 

漢
文
が
我
が
国
の
言
語
文
化
や
日
常
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
日
常
の
文
脈
に
漢
文
を
位
置
づ
け
た
単
元

の
在
り
方
を
今
後
探
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 
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