
高
等
学
校
漢
文
に
お
け
る
詩
単
元
の
位
置
づ
け

(
1〉

(
2〉

本
稿
は
中
等
教
育
に
お
け
る
漢
詩
教
材
の
扱
い
の
検
討
を
通
じ

て
、
漢
文
詩
単
一
克
の
今
後
の
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

明
治
時
代
、
中
等
教
育
の
基
礎
が
整
い
つ
つ
あ
っ
た
こ
ろ
の
教
科

書
の
ひ
と
つ
に
秋
山
四
郎
編
『
中
学
漢
文
読
本
』
ハ
明
治
二
七
年
検
定

申
請
金
港
堂
書
籍
)
が
あ
る
。
こ
の
教
科
書
は
天
孫
降
臨
や
楠
木
正

成
の
故
事
か
ら
『
資
治
通
鑑
』
『
史
記
』
な
ど
の
歴
史
記
事
、
さ
ら

ハ
3
)

に
韓
愈
・
椀
宗
元
の
文
な
ど
を
収
め
る
。
辞
賦
類
は
入
っ
て
い
る
が

詩
は
一
首
も
な
い
の
が
注
目
さ
れ
る
。

明
治
三
五
年
に
出
さ
れ
た
「
中
学
校
教
授
要
目
」
は
、
漢
文
の
教

材
に
つ
い
て
第
一
:
一
ニ
学
年
は
散
文
に
限
り
、
第
四
学
年
で
散
文
と

は
加
に
「
詩
」
を
指
定
し
て
、
「
唐
詩
選
ノ
類
」
と
具
体
的
書
名
ま

ハ
4

〉

で
記
し
た
。
第
五
学
年
は
「
前
学
年
一
一
準
ス
」
と
あ
る
。
明
治
四
四

年
の
「
中
学
校
教
授
菱
自
改
正
」
で
は
、
詩
教
材
に
関
す
る
こ
の
よ

細

谷

美

代

子

う
な
具
体
的
指
示
は
姿
を
消
し
て
い
る
。
秋
山
四
郎
一
編
「
新
編
漢
文

読
本
』
(
明
治
四
四
年
検
定
申
請
金
港
堂
書
籍
〉
は
「
改
正
」
を
受
け
て

(
5〉

新
し
く
一
縮
ま
れ
た
教
科
書
で
あ
る
。
先
の
『
中
学
漢
文
読
本
』
で
詩

を
入
れ
な
か
っ
た
編
者
は
、
こ
の
教
科
書
で
は
詩
を
ど
う
取
り
扱
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
。

こ
の
教
科
書
の
詩
教
材
に
は
、
①
低
学
年
に
邦
人
作
品
を
多
く
置

き
、
高
学
年
で
は
中
毘
古
典
詩
を
多
く
置
く
、
②
散
文
が
主
教
材
で

詩
は
副
教
材
と
い
う
扱
い
が
少
な
く
な
い
、
と
い
う
傾
向
が
認
め
ら

れ
る
。①

は
、
中
国
古
典
詩
に
限
れ
ば
、
学
年
指
定
の
あ
っ
た
改
正
前
と

大
き
く
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
②
に
つ
い
て
例
を
示
せ

ば
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

『
十
八
史
略
』
の
管
仲
の
記
事
の
後
に
杜
甫
の
「
貧
交
行
」
、

呉
越
の
興
亡
の
記
事
の
後
に
李
白
の
「
蘇
台
覧
古
」
と
「
越
中

懐
古
」
を
置
く
。
ハ
巻
一
ニ
)

『
十
八
史
略
』
の
張
良
の
記
事
と
蘇
東
坂
の
「
張
良
論
」
の
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間
に
李
自
の
「
経
下
部
担
橋
懐
張
子
一
房
」
を
置
く
。
〈
巻
田
)

『
史
記
』
の
「
核
下
の
戦
」
の
後
に
杜
牧
の
「
烏
江
項
羽
廟
」

と
曾
撃
の
「
虞
美
人
草
」
を
震
く
。
(
巻
五
)

ま
た
、
「
人
生
無
根
帯
」
で
始
ま
る
陶
潜
の
五
一
一
一
一
口
古
詩
「
雑
詩
」

の
最
後
の
四
句
「
盛
年
不
重
来
一
日
難
再
田
原
及
時
当
勉
励
歳

月
不
待
人
」
だ
け
を
「
勧
学
歌
」
と
い
う
題
の
も
と
に
、
絶
句
の
よ

う
に
掲
出
し
て
い
る
(
巻
一
)
。
「
歳
月
不
待
人
」
に
は
・
印
が
付
さ

れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
凡
例
に
よ
れ
ば
「
謄
炎
人
口
成
句
」
を
示

す
。
「
勧
学
歌
」
と
い
う
題
と
と
も
に
、
採
用
の
ね
ら
い
が
原
詩
か

ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
他
に
も
「
関
農
」

(
李
紳
〉
の
「
粒
粒
皆
辛
苦
」
、
「
偶
成
」
(
朱
菜
)
の
「
一
寸
光
陰
不

可
軽
」
な
ど
が
同
様
の
扱
い
で
あ
る
。
い
ず
れ
も
韻
文
教
材
と
い
う

よ
り
は
参
考
・
成
句
的
扱
い
で
あ
る
。

こ
う
し
た
扱
い
か
ら
見
る
と
、
詩
教
材
の
選
択
の
基
準
が
必
ず
し

も
韻
文
と
し
て
の
評
価
に
あ
っ
た
と
は
限
ら
ず
、
指
導
の
ね
ら
い
も

殴
味
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

明
治
期
の
漢
文
の
教
科
書
は
、
ワ
シ
ン
ト
ン
と
桜
の
木
の
故
事
や

飛
行
機
と
い
う
文
明
の
利
器
の
紹
介
文
ま
で
載
せ
て
い
る
。
そ
の
よ

う
な
教
科
書
の
中
で
、
史
伝
や
紀
行
文
に
添
え
ら
れ
た
詩
は
、
韻
文

に
対
す
る
指
導
上
の
構
想
に
基
づ
い
て
採
用
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い

も
の
が
あ
/
い
。
そ
れ
は
学
年
進
行
に
伴
っ
た
指
導
の
階
梯
も
ま
た
判

然
と
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
上
級
学
年
で
詩
が
独
立
的

に
配
置
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
の
指
導
の
ね
ら
い
が
明
確
で
は
な
い
と

い
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。
次
の
発
言
は
こ
う
し
た
状
況
に
置
か
れ
続

け
た
漢
詩
教
材
に
対
す
る
教
育
現
場
か
ら
の
声
で
あ
る
。

漢
文
教
授
中
最
も
注
意
を
怠
っ
て
ゐ
る
も
の
は
漢
詩
の
教
授
で

あ
る
。
我
々
は
先
づ
深
く
味
っ
て
詩
人
の
心
境
に
共
鳴
し
、
そ
し

て
生
徒
を
し
て
共
鳴
せ
し
む
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
教
師

は
詩
作
せ
ね
ば
駄
目
で
あ
る
。
教
授
に
際
し
て
は
、
韻
や
、
文
字

の
配
震
や
、
朗
読
法
な
ど
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
進
ん
で
は
生

ハ
6
〉

徒
に
も
自
作
さ
せ
た
い
。
(
大
正
十
四
年
)

「
注
意
を
怠
っ
て
ゐ
る
」
と
さ
れ
る
そ
の
漢
詩
授
業
の
実
際
は
ど
の

よ
う
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
出
さ
れ
た
要
求
を
反
転
し
て
推

論
す
れ
ば
、
指
導
者
自
身
が
詩
を
味
わ
う
こ
と
な
く
字
義
の
講
釈
に

終
始
し
、
頭
文
と
し
て
の
重
要
な
要
素
で
あ
る
音
律
面
に
無
頓
着
な

授
業
を
行
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
作
詩
の
奨
励
を

そ
の
ま
ま
現
代
の
教
室
に
持
ち
込
む
の
は
無
理
と
し
て
も
、
音
律
の

重
視
は
後
述
す
る
よ
う
に
今
日
も
な
お
課
題
と
す
べ
き
点
で
あ
り
、

こ
の
発
言
は
詩
を
韻
文
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
こ
と
を
強
く

主
張
し
て
い
る
点
で
注
自
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
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昭
和
六
年
の
「
中
学
校
教
授
要
目
改
正
」
は
時
代
を
映
し
出
す
も

の
と
な
っ
た
が
、
こ
の
改
正
を
受
け
て
編
集
さ
れ
た
教
科
書
の
詩
教

材
は
、
先
の
『
新
編
漢
文
読
本
』
と
比
べ
て
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
次

の
二
種
の
教
科
書
を
基
に
検
討
し
て
み
よ
う
。

A

『
中
学
漢
文
教
科
書
』

内
野
台
嶺
(
東
京
高
等
師
範
学
校
教
授
〉
著

昭
和
六
年
(
検
定
申
請
)
光
風
館
害
届

B

『
新
選
漢
文
読
本
』

広
島
高
等
師
範
学
校
附
属
中
学
校
国
語
漢
文
研
究
会
編

昭
和
七
年
(
検
定
申
請
)
修
文
館

全
体
の
詩
教
材
は
A
が
五
七
首
、

B
は
五
十
首
。
う
ち
中
国
古

典
詩
は

A
が
二
六
首
、

B
は
二
四
首
。

両
方
に
採
ら
れ
た
詩
は
次
の
十
二
首
。
※
は
『
新
編
漢
文
読
本
』

に
も
所
収
の
詩
。

※
勧
学
歌
(
陶
潜
〉
・
※
江
南
春
・
山
行
ハ
以
上
社
牧
〉
・
※
貧
交
行
・

※
萄
相
ハ
以
上
社
甫
〉
・
題
長
安
主
人
壁
(
張
謂
)
・
易
水
送
別
(
賂
賓

王
)
・
※
山
中
筏
ハ
ル
・
※
早
発
白
帝
城
(
以
上
李
白
)
・
※
呑
炉
峯
下

新
ト
山
居
草
堂
初
成
偶
題
東
壁
(
白
楽
天
〉
・
※
正
気
歌
(
文
天
祥
〉
・

初
到
建
寧
賦
詩
並
序
(
謝
初
得
)

他
は
次
の
通
り
。
※
は
『
新
一
漏
漢
文
読
本
』
所
収
。

A

※
越
中
懐
古
・
※
蘇
台
覧
古
・
蘇
武
・
※
経
下
河
担
橋
懐
張
子

一
局
・
遊
潟
庭
湖
(
以
上
李
自

γ
楓
橋
夜
治
(
張
継
)
・
山
菌
小
梅
ハ
林

遁
〉
・
※
述
穣
ハ
貌
徴
〉
・
拐
箔
歌
送
顔
真
卿
使
赴
湾
臨
(
ヰ
参
〉
・
春
夜

喜
雨
・
登
岳
揚
楼
(
以
上
社
甫
)
・
慈
烏
夜
帰
ハ
自
居
易
〉
・
守
雄
陽
作

(
張
巡
)
・
過
平
原
作
(
文
天
祥
〉

B

※
偶
成
(
朱
茶
)
・
望
盛
山
深
布
・
寅
鶴
楼
送
孟
浩
然
之
広
陵
・

※
静
夜
詩
(
以
上
李
白
〉
・
※
左
遷
至
藍
関
一
示
姪
孫
湘
(
韓
愈
〉
・
※
春

暁
ハ
孟
浩
然
〉
・
春
望
(
社
甫
〉
・
雑
詩
(
陶
潜
〉
・
※
送
元
二
使
安
西
(
王

維
)
・
芙
森
楼
送
辛
漸
(
王
昌
齢
〉
・
※
春
夜
(
蘇
紙
)
・
積
中
作
(
ヰ
参
)

A
-
B
二
種
に
採
用
の
詩
が
十
二
首
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

中
国
古
典
詩
中
の
約
半
数
に
あ
た
り
重
複
度
は
高
い
。
う
ち
、
『
新

編
漢
文
読
本
』
に
も
採
用
の
詩
は
八
首
を
数
え
る
。
ま
た
A
-
B
の

総
計
三
十
八
替
の
う
ち
十
八
首
は
先
の
『
新
編
漢
文
読
本
』
所
収
の

作
品
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
約
半
数
が
重
複
し
て
い
る
。
こ
れ
は
そ
れ

ら
の
作
品
の
、
教
材
と
し
て
の
定
着
度
が
高
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で

あ
り
、
同
時
に
、
韻
文
教
材
に
対
す
る
明
確
な
視
点
を
持
た
な
か
っ

た
明
治
期
の
教
材
が
、
昭
和
初
期
の
教
材
の
か
な
り
の
部
分
を
占
め

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
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次
に
視
点
を
変
え
て
詩
教
材
全
体
を
眺
め
て
み
れ
ば
、
そ
の
多
く

が
現
在
の
高
等
学
校
教
科
書
で
も
よ
く
採
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と



に
注
呂
し
た
い
o

那
な
免
度
か
ら
言
え
ば

L

こ
の
二
種
の
教
科
書
の

詩
教
材
か
ら
忠
君
愛
国
の
詩
を
取
り
去
り
、
か
わ
り
に
『
詩
経
』
な

(
8〉

ど
の
古
詩
を
入
れ
れ
ば
、
配
列
や
詩
数
の
違
い
は
あ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
は
そ
の
ま
ま
数
十
年
後
の
現
在
の
教
科
書
教
材
と
ほ
ぼ
向
じ
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
戦
を
は
さ
ん
で
、
そ
の
前
と
後
で
、
教
科

蓄
の
詩
教
材
に
共
通
の
も
の
が
多
い
の
は
ど
う
と
ら
え
る
べ
き
だ
ろ

う
か
。古

典
に
材
料
を
求
め
る
限
り
、
教
材
に
適
し
た
作
品
は
自
ず
と
眠

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
仮
に
、
教
材
が
新
鮮
味
に

欠
け
る
の
は
あ
る
程
度
や
む
を
得
な
い
と
し
て
も
、
指
導
法
や
指
導

(

9

)

〈

叩

)

理
念
に
「
盟
諸
及
漢
文
」
「
国
語
漢
文
」
の
壌
と
は
異
な
る
「
思
語

科
」
の
学
習
と
し
て
の
視
点
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

戦
後
は
詩
・
思
想
・
史
伝
が
そ
れ
ぞ
れ
単
元
と
し
て
組
ま
れ
る
こ

と
が
多
く
な
っ
た
。
詩
単
一
万
は
詩
を
主
役
に
据
え
る
と
い
う
点
で
、

か
つ
て
の
「
散
文
が
主
・
詩
は
説
」
と
い
う
扱
い
と
は
決
定
的
に
異

な
る
。
さ
ら
に
、
か
つ
て
は
詩
が
ま
と
め
て
配
置
さ
れ
た
場
合
で
も

せ
い
ぜ
い
数
首
の
ま
と
ま
り
だ
っ
た
が
、
詩
単
一
克
と
し
て
置
か
れ
た

場
合
は
十
首
前
後
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
点
も
違
い
の

一
つ
で
あ
る
。
戦
前
の
教
科
書
に
お
け
る
詩
教
材
の
配
置
が
散
文
と

の
関
連
と
い
う
明
確
な
も
の
を
除
く
と
、
今
ひ
と
つ
不
明
確
で
あ
っ

た
の
に
比
べ
て
大
い
に
進
歩
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

こ
う
し
た
編
集
レ
ベ
ル
で
の
変
化
は
果
た
し
て
教
室
で
の
指
導
に
直

結
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
が
私
の
疑
問
で
あ
る
。
見
た

目
の
変
化
が
あ
る
だ
け
に
、
「
改
革
」
が
な
さ
れ
た
よ
う
な
錯
覚
に

陥
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
漢
詩
教
材
を
国
語
科
の
な
か

で
ど
う
位
置
づ
け
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
戦
後
の
国
語
教
育
の
中
で

十
分
検
討
さ
れ
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
先
に

も
触
れ
た
が
、
戦
後
の
教
科
書
に
古
詩
が
入
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

は
変
化
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
関
し
て
も
ど
う
い
う
理
念
が
あ

っ
て
古
詩
が
入
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
も
そ
も
、
戦
後
に
わ
か

に
古
詩
が
教
科
書
に
採
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
に
つ
い
て
は
、
戸
惑

い
や
反
発
が
あ
っ
た
。
次
に
一
示
す
の
は
旧
制
中
学
以
来
の
漢
文
指
導

の
経
験
を
持
つ
、
新
制
高
校
教
員
の
声
で
あ
る
。

・
(
教
科
書
教
材
が
)
む
ず
か
し
い
事
は
事
実
だ
。
特
に
詩

経
や
古
詩
迄
た
く
さ
ん
の
せ
る
事
は
、
間
的
か
に
漢
文
教
育
の
越
境

だ
。
一
つ
こ
つ
は
サ
ン
プ
ル
に
は
よ
か
ろ
う
が
、
一
単
元
な
ど
と

ハ
ロ
)

る
の
は
大
学
に
お
任
せ
し
た
い
。
(
昭
和
三
十
年
・
括
弧
内
は
引
用
者

注〉
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古
詩
の
採
用
は
そ
の
後
も
続
い
て
い
る
が
、
そ
れ
は
漢
詩
指
導
の

理
念
の
中
に
新
し
く
確
か
な
位
置
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
な

の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
ら
の
点
を
今
日
の
国
語
教
育
の
な
か
で
と
ら
え
直
せ
ば
現
行



の
国
語
と
い
う
教
科
の
枠
の
中
で
漢
詩
教
材
は
韻
文
教
材
と
し
て
短

歌
(
和
歌

γ
俳
句
(
俳
詰
)
や
近
現
代
の
詩
と
ど
う
い
う
共
通
基
盤

を
持
つ
の
か
、
ど
こ
に
そ
れ
ら
日
本
の
詩
歌
と
違
う
独
自
性
を
・
有
す

る
の
か
、
と
い
う
こ
点
が
問
題
に
な
る
。

倉
沢
栄
士
口
氏
は
「
詩
は
怪
物
で
あ
る
。
国
語
教
育
論
の
中
で
い
ち

ば
ん
と
ら
え
に
く
い
相
手
で
あ
る
」
「
国
語
教
育
の
最
大
の
低
開
発

〈ロ)

地
帯
」
と
い
わ
れ
る
。
近
現
代
の
詩
と
古
典
の
詩
歌
と
は
条
件
の
違

う
部
分
も
あ
り
は
す
る
が
、
国
語
教
育
全
体
の
中
で
こ
の
倉
沢
氏
の

言
葉
の
よ
う
に
詩
の
学
習
に
未
開
発
の
領
域
が
あ
る
な
ら
、
漢
詩
学

習
を
挺
子
に
し
た
開
発
が
で
き
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

沼

教
材
に
つ
い
て
は
「
時
期
し
と
「
内
容
」
が
適
正
で
あ
る
か
一
合
か

が
常
に
検
討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(

日

〉

入
門
に
続
く
単
一
克
を
詩
教
材
で
組
む
こ
と
が
多
い
。
も
し
、
訓
読

に
未
熟
な
段
階
だ
か
ら
思
想
・
史
伝
教
材
へ
の
ス
テ
γ
プ
と
し
て
、

字
数
の
少
な
い
詩
教
材
を
与
え
る
と
い
う
な
ら
不
可
解
で
あ
る
。
第

一
に
、
詩
教
材
は
段
階
を
踏
ん
だ
訓
読
の
練
習
教
材
と
は
な
り
得

ず
、
第
二
に
、
詩
教
材
を
そ
の
本
来
の
価
値
か
ら
離
れ
た
場
面
で
利

用
す
る
の
は
、
学
習
効
果
の
面
か
ら
適
切
で
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
い
う
意
図
で
な
く
と
も
、
ま
た
、
思
想
・
史
伝
教
材
の
後
に

配
置
さ
れ
て
い
て
も
問
題
は
あ
る
。

ひ
と
つ
は
詩
の
学
習
が
多
く
は
近
体
詩
で
始
ま
る
と
い
う
点
に
あ

る
。
近
体
詩
で
ス
タ
ー
ト
し
た
漢
詩
の
学
習
は
、
次
に
『
詩
経
』
な

(
M〉

ど
の
古
詩
に
及
ぶ
の
が
一
般
的
な
流
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
近
体
詩

を
読
ん
だ
後
で
、
内
詩
経
』
な
ど
の
「
素
朴
」
な
詩
を
読
む
意
義
は

何
か
。
近
体
詩
が
詩
の
洗
練
の
極
み
に
位
置
す
る
と
い
う
な
ら
、
な

ぜ
近
体
詩
成
立
後
も
古
体
の
詩
が
創
作
さ
れ
、
存
在
意
義
を
失
わ
な

い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
点
に
つ
い
て
丁
寧
な
計
画
や
指
導
が
必
要
な

は
ず
だ
が
現
実
は
ど
う
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
「
古
体
詩
郎
唐
以
前

の
詩
、
唐
代
の
詩
郎
近
体
詩
」
と
い
う
誤
解
や
混
乱
は
高
校
生
の
関

で
珍
し
く
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
指
導
者
と
学
習
者
の
ど
ち
ら
に

非
が
あ
る
か
で
は
な
く
、
学
習
の
手
旗
が
妥
当
で
あ
る
か
否
か
と
い

う
点
か
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
指
導
事
項
と
指
導
内
容
に
整
合
性
が
乏
し
い
と
い

う
点
に
あ
る
。
教
科
書
を
見
る
と
、
五
言
・
七
言
の
別
、
絶
句
・
律

詩
な
ど
の
詩
型
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
た
単
一
克
設
定
、
教
材
配
列
が
多

い
。
そ
し
て
実
際
の
漢
詩
の
授
業
で
も
こ
れ
ら
の
詩
型
分
類
は
必
ず

ハ
村
山
〉

話
題
に
さ
れ
て
い
る
。
事
実
上
の
必
修
事
項
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か

し
、
分
類
さ
れ
た
詩
型
は
実
際
の
鑑
賞
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
意
味
を

持
た
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
同
じ
よ
う
に
、
近
体
詩
に
は

「
詩
の
声
認
を
整
え
る
た
め
に
、
平
灰
を
合
わ
せ
る
と
か
、
韻
を
踏

( 93 ) 



む
な
ど
の
き
ま
り
が
あ
る
」
と
し
な
が
ら
「
平
灰
に
つ
い
て
こ
こ
で

〈
日
)

は
ふ
れ
な
い
」
で
結
ぶ
と
い
う
矛
震
が
あ
る
。
な
ら
ば
詩
型
や
音
律

に
は
一
切
言
及
し
な
い
と
い
う
方
向
で
整
合
性
を
も
た
せ
れ
ば
よ

い
、
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
な
ぜ
な
ら
詩
の
指
導
は
意
味
的
な
解

釈
が
す
べ
て
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
ま
で
漢
詩
学
習
に
つ
い
て
解
釈
を
中
心
に
多
く
の
優
れ
た
研

究
・
実
践
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
優
れ
た
実
践
の

安
易
な
模
倣
は
、
と
も
す
れ
ば
似
て
非
な
る
も
の
へ
'
向
か
う
危
険
性

を
内
包
し
て
い
る
。
そ
れ
は
個
々
の
作
品
を
追
求
す
る
こ
と
に
と
ら

わ
れ
す
ぎ
て
、
「
詩
」
と
い
う
表
現
形
態
そ
の
も
の
に
自
が
向
か
な

く
な
り
が
ち
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
授
業
で
取
り
上

げ
ら
れ
た
一
編
一
一
織
の
作
品
や
詩
人
に
つ
い
て
は
実
に
詳
し
く
、
解

釈
も
で
き
、
適
当
に
鑑
賞
文
を
仕
上
げ
る
の
に
、
授
業
で
取
り
上
げ

ら
れ
な
か
っ
た
詩
に
対
し
て
は
既
習
の
内
容
が
生
か
せ
な
い
と
い
う

こ
と
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
不
満
を
抱
く
生
徒
を
生
み
出
す
こ
と
な

ど
で
あ
る
。
こ
う
し
た
焔
弊
に
は
ま
ら
ぬ
た
め
に
は
個
別
の
詩
の
解

釈
以
外
の
指
導
の
柱
が
な
く
て
は
な
る
ま
い
。
個
々
の
作
品
か
ら
意

識
的
に
離
れ
て
表
現
形
態
と
し
て
の
詩
を
考
え
る
よ
う
な
機
会
を
指

導
計
画
の
中
に
組
み
込
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

詩
教
材
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
根
本
的
に
変
え
る
た
め
に
は
、
解

釈
を
唯
一
絶
対
的
な
も
の
と
し
な
い
こ
と
が
前
提
条
件
で
あ
る
。
そ

の
う
え
で
二
つ
の
方
向
が
あ
る
と
考
え
る
。
一
つ
は
、
指
導
の
娯
を

古
代
の
詩
か
ら
唐
代
(
以
降
)
の
近
体
詩
・
古
体
詩
へ
と
い
う
流
れ

に
乗
せ
る
こ
と
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
、
リ
ズ
ム
や
音
律
に
自
を
向

け
た
指
導
法
の
開
発
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
こ
つ
は
緊
密

な
相
互
関
係
の
も
と
に
あ
る
。

五

今
日
当
た
り
前
の
こ
と
と
し
て
続
け
ら
れ
て
い
る
「
近
体
詩
か
ら

古
詩
へ
」
と
い
う
指
導
を
、
「
古
詩
か
ら
近
体
詩
へ
」
と
変
え
る
こ

と
は
、
漢
詩
学
習
に
新
し
い
可
能
性
を
も
た
ら
す
と
思
わ
れ
る
。
こ

れ
は
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
先
に
引
用
し
た
新

制
高
校
教
員
の
意
見
は
次
の
よ
う
に
続
く
。

:
:
・
詩
経
に
は
新
註
古
註
の
立
場
あ
り
。
比
・
輿
・
賦
も
見
方

が
違
う
。
速
成
の
間
に
合
わ
せ
教
師
に
は
容
易
で
は
な
い
、
教
師

も
漢
文
専
攻
者
ば
か
り
で
は
な
い
。

こ
こ
に
は
新
し
く
登
場
し
た
古
詩
の
一
群
を
歓
迎
し
な
い
理
由
の

ひ
と
つ
と
し
て
、
解
釈
が
定
ま
っ
て
い
な
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
い

る
。
解
釈
を
中
心
に
し
た
指
導
を
め
ざ
す
限
り
は
、
こ
う
し
た
反
発

は
ど
う
し
て
も
出
て
く
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
決
し
て
少
数
派
で
は

な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
今
日
で
は
古
詩
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
批
判

は
少
な
い
よ
う
に
患
う
が
、
そ
れ
は
解
釈
中
心
主
義
か
ら
脱
却
し
た
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の
で
は
な
く
て
、
年
数
を
重
ね
る
う
ち
に
指
導
警
な
ど
に
お
け
る

解
釈
が
一
定
の
方
向
で
落
ち
つ
い
た
か
ら
に
過
、
ぎ
な
か
ろ
う
。
歓
迎

さ
れ
な
か
っ
た
古
詩
教
材
が
な
ぜ
、
消
え
ず
に
定
位
置
を
確
保
し
た
の

か
。
そ
れ
は
古
詩
の
教
材
価
値
が
見
産
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
く
、
古

詩
が
近
体
詩
の
あ
と
に
遠
慮
が
ち
に
配
置
さ
れ
る
限
り
は
自
障
り
で

は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
近
体
詩
が
主
役
、
古
詩
は
わ
き
役
で
、

授
業
時
間
数
の
都
合
に
よ
っ
て
は
省
略
し
て
も
差
し
障
り
は
な
い
と

い
う
程
度
の
受
け
と
め
方
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
教
科
書
か
ら
古
詩
を
追

放
し
よ
う
と
い
う
ほ
ど
の
積
極
的
対
応
も
な
く
今
に
至
っ
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
現
在
一
般
的
な
「
近
体
詩
か
ら
古
詩
へ
」
と
い
う
指
導
の

頗
序
も
、
改
め
て
検
討
さ
れ
る
機
会
を
得
ぬ
ま
ま
繰
り
返
さ
れ
て
き

た
の
で
は
な
い
か
。

詩
の
学
習
を
近
体
詩
か
ら
始
め
る
こ
と
は
、
対
象
が
成
熟
度
の
高

い
も
の
で
あ
る
だ
け
に
指
導
者
に
も
学
習
者
に
も
実
は
負
担
が
大
き

い
。
し
か
も
、
そ
の
こ
と
が
一
般
に
は
意
識
さ
れ
に
く
い
こ
と
か

ら
、
先
に
指
摘
し
た
よ
う
な
指
導
上
の
問
題
を
生
み
出
し
て
い
る
と

い
う
構
造
が
あ
る
。

指
導
者
の
側
で
は
、
偉
大
な
詩
人
、
優
れ
た
作
品
を
相
手
に
教
材

研
究
を
し
、
授
業
に
備
え
よ
う
と
す
る
。
そ
の
結
果
、
つ
い
あ
れ
も

こ
れ
も
と
な
り
が
ち
で
あ
る
。
と
い
っ
て
注
入
主
義
に
賂
る
ま
い

と
、
た
と
え
ば
作
者
に
つ
い
て
一
切
触
れ
ず
に
詩
そ
の
も
の
に
向
き

合
お
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
苦
し
い
も
の
が
あ
る
。
ま
た
、
一
律

に
そ
う
い
う
指
導
で
臨
ん
で
よ
い
も
の
か
ど
う
か
も
間
露
で
あ
る
。

詩
に
詠
ま
れ
た
思
い
も
複
雑
微
妙
な
色
合
い
が
あ
る
。
一
方
、
高

校
一
年
の
前
半
と
高
校
二
年
の
後
半
と
で
は
、
学
習
者
の
理
解
力
や

精
神
的
発
達
の
差
は
実
年
令
の
開
き
以
上
の
も
の
が
あ
る
。
こ
う
し

た
こ
と
も
指
導
計
画
の
中
で
十
分
考
慮
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

仮
に
、
『
詩
経
』
か
ら
漢
詩
学
習
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
な
ら
ど
う

だ
ろ
う
。
作
者
の
名
や
そ
の
人
生
を
知
識
と
し
て
イ
ン
プ
ッ
ト
せ
ず

に
詩
と
向
き
合
え
る
の
は
ひ
と
つ
の
利
点
で
あ
る
。
声
を
出
し
て
読

む
。
代
表
的
教
材
「
桃
エ
〈
」
を
例
に
と
れ
ば
、
「
暗
唱
」
と
構
え
な

く
て
も
非
常
に
覚
え
や
す
い
。
耳
に
残
る
リ
フ
レ
イ
ン
の
効
果
が
実

感
で
き
る
。
ま
た
、
詩
に
よ
っ
て
は
異
な
る
解
釈
を
提
示
す
る
の
も

窓
く
な
い
。
い
ろ
い
ろ
考
え
、
話
し
合
う
こ
と
を
通
じ
て
、
「
詩
の

訳
を
暗
記
す
る
」
の
に
つ
と
め
る
の
は
無
意
味
な
こ
と
だ
と
い
う
共

通
理
解
に
達
し
た
い
。

詩
を
「
個
人
の
作
品
」
で
な
く
、
「
無
署
名
の
う
た
」
と
し
て
受

け
と
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
脚
韻
な
ど
は
も
と
も
と
決
め
ら
れ
た

約
束
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
、
歌
い
継
ぐ
な
か
で
自
然
に
生
ま
れ
た

工
夫
な
の
だ
と
納
得
す
る
。
無
署
名
の
も
の
が
後
に
は
個
人
の
名
と

結
び
つ
く
こ
と
に
気
が
つ
き
、
結
び
つ
く
必
然
性
を
理
解
し
た
と
き

に
こ
そ
、
「
作
者
紹
介
」
は
も
は
や
退
屈
な
説
明
な
ど
で
は
な
く
、
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真
に
有
用
な
情
報
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

現
代
文
教
材
と
し
て
定
着
し
て
い
る
中
島
敦
の
内
山
月
記
』
は
、

詩
が
署
名
性
を
帯
び
る
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
小
説
世
界
が
構
築
さ

れ
て
い
る
。
現
代
文
は
現
代
文
、
漢
文
は
漢
文
と
な
り
が
ち
な
国
語

学
習
の
な
か
で
、
単
に
中
菌
、
が
舞
台
の
小
説
だ
か
ら
と
い
う
の
で
な

く
、
広
が
り
を
も
た
せ
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
貴
重
な
教
材
で
あ

る
。
こ
れ
ま
で
の
経
験
で
一
一
一
一
問
え
ば
、
現
代
文
教
材
と
し
て
『
山
月
記
』

を
す
で
に
学
習
し
終
え
た
後
に
漢
詩
学
習
が
く
る
の
が
、
相
互
作
用

の
点
で
タ
イ
ミ
ン
グ
が
良
い
よ
う
だ
。
『
山
月
記
』
は
普
通
、
か
な

り
の
時
間
数
を
か
け
て
指
導
さ
れ
る
教
材
で
あ
り
、
ス
ト
ー
リ
ー
も

学
習
者
の
興
味
を
引
く
も
の
で
あ
る
た
め
か
、
国
語
の
得
手
・
不
得

手
、
成
績
の
良
し
悪
し
に
か
か
わ
ら
ず
、
学
習
後
も
強
い
印
象
を
残

し
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
町
山
月
一
記
』
を
話
題
に
す
る
こ
と
で
、
漢

詩
と
い
う
新
し
い
学
習
分
野
に
関
心
を
一
部
す
空
気
も
生
ま
れ
れ
ば
、

十
分
読
ん
だ
と
怒
っ
て
い
る
こ
の
小
説
を
今
一
度
読
み
産
し
て
み
よ

う
と
い
う
動
き
も
生
ま
れ
る
。

詩
の
一
一
綿
一
一
編
に
し
が
み
つ
か
な
い
た
め
に
は
意
識
的
に
距
離
を

お
く
こ
と
も
必
要
で
、
そ
う
す
る
こ
と
で
む
し
ろ
理
解
が
、
深
ま
る
部

分
も
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
は
適
切
な
部
教
材
の
用
意
が
翠
ま
れ

る。

中
国
の
文
学
を
貫
く
も
の
、
そ
れ
は
入
閣
の
善
意
へ
の
信
頼
で

あ
る
と
、
私
は
か
ね
が
ね
考
え
て
い
る
が
、
詩
経
の
詩
の
根
底
に

あ
る
も
の
も
、
そ
の
態
度
で
あ
り
、
か
っ
こ
の
態
度
を
、
後
代
の

文
学
よ
り
も
よ
り
純
粋
な
形
で
、
文
学
の
摩
史
の
は
じ
め
に
示
す

ゆ
え
に
、
以
後
三
千
年
の
文
学
の
古
典
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
ま

〈
刊
訂
〉

た
あ
る
の
で
あ
る
と
、
考
え
る
。

短
い
前
置
き
の
辞
の
後
、
こ
う
い
う
書
き
出
し
で
始
ま
る
古
川
幸

次
郎
氏
の
文
章
は
、
中
富
古
典
詩
に
つ
い
て
の
謎
め
い
た
表
現
が
不

思
議
な
魅
力
を
醸
し
出
し
、
現
代
文
教
材
と
し
て
も
手
ご
た
え
の
あ

る
も
の
で
あ
る
。

人
間
の
善
意
に
対
す
る
信
頼
、
そ
れ
が
詩
経
の
根
底
に
あ
る
こ

と
は
、
思
風
百
六
十
篇
の
詩
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
、
誰
か
に
む
か

つ
て
の
呼
び
か
け
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
ず
一
訴
さ
れ

る。
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「
人
間
の
善
意
に
対
す
る
信
頼
」
と
は
何
か
。
し
か
も
、
そ
の
「
信

頼
」
の
存
在
証
明
は
、
詩
が
「
誰
か
に
む
か
つ
て
の
呼
び
か
け
で
あ

る
」
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
疑
問
が
わ

く
ほ
ど
に
、
作
品
に
も
関
心
が
向
い
て
ゆ
く
。
「
詩
」
を
、
「
独
り

一
一
一
一
同
」
と
い
う
イ
メ

i
ジ
で
見
て
い
る
者
は
少
な
く
な
い
。
他
人
の

「
独
り
言
」
を
努
力
し
て
解
読
す
る
の
が
詩
の
学
習
だ
、
と
い
う
思

い
込
み
が
あ
る
か
の
よ
う
だ
。
そ
う
い
う
生
徒
に
と
っ
て
、
こ
の
一

節
が
い
か
に
新
鮮
で
あ
る
こ
と
か
。



後
続
部
分
で
は
孟
子
や
杜
甫
へ
の
言
及
が
な
さ
れ
る
。

憂
愁
は
常
に
、
相
手
の
善
意
の
不
足
に
よ
っ
て
、
自
己
の
不
幸

が
お
こ
る
、
そ
う
感
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
い
る
。
ま
た

さ
れ
ば
こ
そ
、
い
つ
ま
で
も
相
手
に
よ
び
か
け
つ
づ
け
、
相
手
の

善
意
の
依
復
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
一
つ
の
こ

と
の
存
在
を
思
わ
せ
る
。
す
な
わ
ち
善
意
の
生
活
が
、
人
間
の
本

来
で
あ
る
と
い
う
信
仰
の
存
在
で
あ
る
。
:
:
:
中
路
:
:
:
そ
れ
は

の
ち
に
孟
子
が
た
怯
善
の
説
」
と
し
て
、
説
述
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
そ
の
説
の
原
始
と
な
る
感
情
で
あ
り
、
信
仰
で
あ
る
0

・:

後
世
の
詩
人
で
、
詩
経
的
な
人
間
観
を
恢
復
し
て
、
更
に
強
力

に
お
し
す
す
め
、
人
間
の
善
意
の
可
能
を
確
信
す
る
ゆ
え
に
、
そ

の
可
能
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
へ
の
憤
り
と
憂
い
と
を
歌
う
の
は
、

社
帯
で
あ
る
と
感
ず
る
・
・
・
・
・
・

0

利
用
で
き
る
範
囲
で
、
た
と
え
ば
、
復
習
や
予
告
と
い
う
形
で
取

り
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

詩
単
元
の
冒
頭
に
こ
の
文
章
を
教
材
化
し
て
与
え
る
こ
と
を
こ
の

数
年
試
み
て
い
る
が
、
生
徒
に
刺
激
を
与
え
、
後
続
の
学
習
に
関
心

を
持
た
せ
る
と
い
う
点
で
有
効
で
あ
っ
た
。

素
朴
な
も
の
が
い
つ
ま
で
も
そ
の
素
朴
さ
を
失
わ
ず
に
い
る
こ
と

の
難
し
さ
は
、
高
校
生
で
も
十
分
理
解
で
き
る
。
そ
の
後
の
詩
の
流

れ
が
拘
束
性
を
強
め
て
ゆ
く
だ
ろ
う
こ
と
を
予
感
し
、
確
認
へ
の
意

欲
を
み
せ
る
。
「
工
夫
の
結
果
」
で
あ
っ
た
も
の
が
や
が
て
「
ル
ー

ル
・
規
格
」
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
彼
ら
の
日
常
の
中
に
も

例
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
詩
経
』
か
ら
五
品
一
一
同
古
詩
を
経
て

唐
代
の
近
体
詩
へ
と
学
習
が
進
む
こ
ろ
に
は
、
韻
や
対
句
に
も
自
然

に
注
意
を
払
う
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ら
が
試
験
の
出
題
項
自
だ
か
ら

で
は
な
く
、
表
現
上
の
効
果
に
関
心
が
及
ぶ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う

し
て
み
る
と
、
吉
詩
を
い
く
つ
か
読
ん
だ
後
に
近
体
詩
に
出
会
う
こ

と
が
、
よ
り
合
理
的
で
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
指

導
の
娯
を
変
え
、
音
律
百
に
配
慮
す
る
こ
と
で
唐
代
以
降
は
近
体
詩

と
古
体
詩
が
並
行
し
て
い
た
こ
と
も
理
解
を
得
や
す
く
な
る
。

ームー
J、、
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も
う
一
つ
の
方
向
に
つ
い
て
述
べ
よ
う
。
漢
詩
学
習
に
は
定
型
詩

が
定
型
詩
な
ら
で
は
の
美
し
さ
を
も
つ
こ
と
、
緊
張
を
内
在
さ
せ
た

存
在
で
あ
る
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
機
会
と
し
て
の
可
能
性
が
あ
る
。

詩
の
ヲ
ズ
ム
や
音
律
密
に
自
を
つ
む
っ
て
い
て
は
可
能
性
は
封
じ
込

め
ら
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。

詩
型
は
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
機
能
と
関
連
さ
せ
た
指
導
が
な
さ
れ
て

こ
そ
、
分
類
す
る
こ
と
に
意
味
が
見
い
だ
さ
れ
る
。
私
の
見
る
と
こ

ろ
で
は
、
小
学
校
以
来
の
学
習
を
基
礎
に
し
て
、
短
歌
と
俳
句
の
偲

性
の
違
い
は
音
数
に
の
み
限
定
さ
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
、
す
で



に
多
く
の
者
が
ぼ
ん
や
り
と
で
は
あ
っ
て
も
感
じ
と
っ
て
い
る
。
こ

れ
に
比
べ
て
、
漢
詩
に
つ
い
て
は
一
首
の
匂
数
・
一
句
の
字
数
と
い

っ
た
数
字
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
詩
型
の
個
性
と
結
び
つ
か
ぬ
ま
ま
、
む

な
し
く
浮
き
上
が
っ
て
い
る
。

松
浦
友
久
氏
は
律
詩
的
性
格
と
し
て
「
対
偶
性
・
整
合
性
・
自
己

完
結
性
」
を
、
絶
句
的
性
格
と
し
て
「
単
一
性
・
偏
在
性
・
対
他

性
」
を
挙
げ
、
律
詩
に
は
パ
一
フ
ン
ス
の
良
い
安
定
感
・
荘
重
さ
と
い

っ
た
も
の
が
あ
り
、
絶
句
に
は
余
韻
・
余
情
の
豊
か
さ
、
軽
快
さ
、

悲
や
か
さ
な
ど
が
あ
る
と
さ
れ
る
。
論
は
詩
歌
の
型
と
表
現
の
結
び

ハ
日
)

っ
き
と
い
う
点
か
ら
短
歌
・
俳
句
に
説
き
及
ぶ
。
詩
型
と
表
現
機
能

に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
指
摘
を
漢
詩
学
習
の
場
で
生
か
す
工
夫
が
で

き
な
い
も
の
か
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
指
導
計
磁
を
立
て
て
ゆ
く
な

ら
、
指
導
事
項
と
指
導
内
容
の
整
合
性
を
回
復
し
、
主
体
的
な
学
習

へ
導
く
ひ
と
つ
の
契
機
に
な
ろ
う
。
の
み
な
ら
ず
、
国
語
科
の
中
で

漢
文
が
孤
塁
を
守
る
の
で
な
く
、
一
一
一
一
口
語
・
文
学
教
育
の
重
要
な
部
分

を
受
け
持
つ
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
大
き
な
意
味
が
あ
る
。

漢
文
学
習
に
音
韻
学
の
成
果
を
導
入
す
べ
し
と
の
提
言
は
す
で
に

ハ日〉

出
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
そ
の
後
の
実
践
研
究
が
進
ん
で
い
る
よ

う
に
は
思
わ
れ
な
い
。

平
灰
を
避
け
て
通
る
よ
り
は
慎
重
な
配
慮
の
も
と
に
そ
の
基
木
構

造
を
示
す
ほ
う
が
、
漢
詩
に
対
す
る
興
味
を
喚
起
す
る
可
能
性
が
高

か
ろ
う
と
思
う
。
中
国
で
早
い
時
期
に
音
節
の
構
造
を
解
明
し
、
声

認
に
よ
っ
て
分
類
し
た
辞
書
が
出
現
し
て
い
た
こ
と
な
ど
は
、
生
徒

が
関
心
を
示
す
話
題
の
一
つ
で
あ
る
。
ま
た
、
ア
ク
セ
ン
ト
を
例
に

と
っ
て
も
、
日
本
語
と
は
違
う
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
る
の

は
国
語
科
の
学
習
と
し
て
有
意
義
で
あ
る
。
自
ら
と
異
な
る
も
の

を
、
優
劣
一
の
差
と
し
て
で
は
な
く
、
性
質
の
違
い
と
し
て
受
け
と
め

る
こ
と
が
、
教
育
の
重
要
か
つ
緊
急
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
今
こ

そ
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
学
習
の
意
義
は
大
き
い
。
か
つ
て
、

「
現
代
国
語
」
の
教
科
書
に
、
「
旺
本
一
諮
の
長
所
と
短
所
」
ハ
金
田
一
春

(
却
〉

彦
〉
と
い
う
教
材
が
あ
っ
た
。
そ
こ
に
は
、
言
語
に
よ
っ
て
ア
ク
セ

ン
ト
の
性
質
が
違
う
こ
と
や
、
音
節
数
の
多
寡
は
そ
の
一
一
一
一
口
語
閣
の
文

明
レ
ベ
ル
と
は
無
関
係
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
な
ど
が
わ
か
り
や
す

く
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
教
科
書
の
編
集
委
員
の
一
人

で
あ
っ
た
益
田
勝
実
氏
は
「
国
語
教
育
で
新
し
す
ぎ
る
と
い
っ
て
い

ち
ば
ん
反
対
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
は
、
一
一
言
語
関
係
」
で
あ
り
、

コ
品
校
で
は
音
韻
の
問
題
は
ネ
グ
レ
ク
ト
す
る
こ
と
が
慣
行
に
な
っ

て
い
」
る
と
指
摘
さ
人
的
。
こ
の
状
況
は
依
然
と
し
て
変
わ
っ
て
い

な
い
の
だ
ろ
う
か
。

詩
型
の
名
称
の
羅
列
に
終
わ
ら
ず
、
音
律
商
を
取
り
上
げ
て
の
新

し
い
指
導
法
の
開
発
に
は
研
究
と
実
践
と
の
共
同
作
業
が
不
可
欠
で

あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
共
同
作
業
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
体
制
が
貧
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弱
な
こ
と
は
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。

抽
象
的
な
る
も
の
・
観
念
的
な
る
も
の
を
出
己
の
う
ち
で
確
か
な

も
の
に
紡
い
で
ゆ
く
精
神
的
営
み
は
、
人
の
成
長
の
あ
る
時
期
に
は

必
要
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
思
う
。
漢
詩
の
音
韻
に
関
す
る
知
識

は
日
本
一
訟
を
考
え
る
き
っ
か
け
や
材
料
に
も
な
る
も
の
で
、
決
し
て

死
ん
だ
知
識
で
は
な
い
。
日
本
の
詩
歌
で
は
平
互
に
つ
い
て
ど
ん

な
工
夫
が
あ
り
、
表
現
機
能
を
備
え
て
い
る
か
と
い
う
問
題
意
識
に

も
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
前
述
の
項
目
と
合
わ
せ

て
、
こ
う
し
た
点
に
韻
文
領
域
の
な
か
で
漢
詩
な
れ
ば
こ
そ
の
可
能

性
が
潜
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
る
。

中
等
教
育
の
中
で
漢
文
が
本
当
に
必
要
な
分
野
で
あ
る
の
か
は
、

教
科
構
成
に
違
い
は
あ
っ
て
も
明
治
以
来
関
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ

り
、
現
在
は
国
語
科
の
中
で
の
位
置
づ
け
が
関
わ
れ
て
い
る
。
私
は

日
本
の
古
典
に
は
な
い
も
の
、
し
か
も
菌
語
の
学
習
領
域
と
し
て
重

要
な
も
の
が
漢
文
学
習
に
は
な
い
か
と
考
え
て
き
た
。
そ
し
て
詩
教

材
の
再
構
成
と
指
導
内
容
の
再
検
討
と
に
よ
っ
て
新
し
い
可
能
性
が

生
ま
れ
る
こ
と
を
述
べ
た
。
詩
と
は
何
か
、
い
や
韻
文
と
は
何
か
を

漢
詩
教
材
を
通
じ
て
つ
か
み
と
る
単
元
に
育
て
て
ゆ
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
考
え
る
。

注(
1
〉

本
a

稿
で
は
、
戦
前
は
市
制
中
学
を
、
戦
後
は
高
等
学
校
を
主
た
る
考

察
対
象
と
す
る
。

ハ
2
)

本
稿
で
は
、
中
国
古
池
ハ
詩
を
主
に
検
討
す
る
。

(
3
〉
検
定
申
請
本
に
よ
っ
た
。
以
下
、
他
の
教
科
書
も
同
じ
く
申
請
本
に

ト
ご
ゐ
。

(

4

)

増
淵
怪
吉
編
『
国
語
教
育
史
資
料
』
第
五
巻
教
育
課
程
史
(
東
京

法
令
出
版
昭
和
五
六
〉
・
長
谷
川
滋
成
『
漢
文
教
育
史
研
究
』
(
青
葉
函

審
昭
和
五
九
)
に
よ
っ
た
。
以
下
、
本
稿
中
の
教
育
課
程
史
関
係
の
記

述
は
こ
れ
ら
の
資
料
に
基
づ
く
。

(
5
〉
序
に
「
今
年
文
部
省
改
定
中
学
校
教
授
要
因
。
悶
準
拠
其
規
程
、
得

成
比
番
。
」
と
記
す

〈

6
)

広
島
高
等
師
範
学
校
間
属
中
学
校
第
五
回
中
等
教
育
研
究
会
中
学
校

国
語
漢
文
科
研
究
会
で
の
発
言
。
同
研
究
会
に
は
全
国
か
ら
九
六
校
、
一

O
七
名
が
参
加
し
た
。
注
(
4
)
の
『
漢
文
教
育
史
研
究
』
に
よ
っ
た
。

(
7
〉
「
山
中
問
答
」
の
詩
題
で
知
ら
れ
る
七
言
詩
。

(
8
〉
本
稿
で
は
「
唐
以
前
の
古
代
の
四
言
詩
・
五
言
詩
等
」
を
指
す
も
の

と
す
る
。
近
体
詩
に
対
す
る
詩
型
の
称
と
し
て
は
、
制
作
年
代
に
関
わ
ら

ず
「
古
体
詩
」
を
用
い
る
こ
と
と
す
る
。

(
9
)

「
尋
常
中
学
校
ノ
学
科
及
其
程
度
」
(
明
治
十
九
)
。

(
日
)
「
中
学
校
令
施
行
規
則
刻
中
改
正
」
(
昭
和
六
百

(
日
〉
川
口
圭
介
「
漢
文
教
科
書
中
の
漢
詩
の
今
昔
」
(
『
漢
文
教
室
』
十
九

号
大
修
館
書
作
伺
〉
。

ハ
ロ
〉
「
巻
末
に
寄
せ
て
」
(
谷
川
俊
太
郎

( 99 ) 

竹
内
敏
晴
、
稲
桓
忠
彦
円
子
ど



も
が
生
き
る
こ
と
ば
が
生
き
る
詩
の
授
業
』
国
土
社
昭
和
六
一
ニ
)
。

〈
お
〉
平
成
六
年
度
使
用
の
「
国
語
I
」
教
科
書
二
六
種
の
詩
単
一
克
の
位
置

は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

五 四 一一一

明
単 単 単

フ巳 7G フじ

入門
詩単7G 

位置の

よ

書教数

一 一 一
2 8 16 

26 種

ハ
M
〉
考
察
の
対
象
と
し
て
、
少
な
く
と
も
漢
文
に
二
単
位
弱
の
枠
を
取
る

教
育
課
程
を
想
定
し
て
い
る
。

ハ
お
〉
教
科
書
に
付
さ
れ
た
「
学
習
の
手
引
き
」
な
ど
が
詩
型
や
韻
を
と
り

あ
げ
る
こ
と
は
あ
/
い
。
文
部
省
『
高
等
学
校
国
語
科
指
導
資
料
教
材
と

指
導
法
』
ハ
東
京
電
気
大
学
出
版
局
昭
和
四
一
〉
の
分
類
表
に
よ
る
と
、

た
と
え
ば
、
社
常
の
「
春
望
」
を
採
用
し
た
教
科
書
十
七
種
中
十
一
種

が
、
詩
型
や
韻
に
つ
い
て
の
課
題
を
延
べ
十
三
件
掲
げ
て
い
る
。

〈
国
)
「
漢
詩
の
き
ま
り
」
(
『
新
編
古
典
乙

I

漢
文
』
三
省
堂
昭
和
田

一一〉。

(
げ
〉
古
川
幸
次
郎
注
『
詩
経
国
風
下
中
国
詩
人
選
集
2
』
あ
と
が
き

ハ
岩
波
警
広
昭
和
三
一
一
一
)
。

(
沼
)
『
中
国
詩
歌
原
論
』
ハ
大
修
館
蓄
広
昭
和
六
一
)
・
「
唐
詩
概
説
」

(
『
校
注
・
唐
詩
解
釈
辞
典
』
大
修
館
蓄
広
昭
和
六
一
一

γ
『
リ
ズ
ム
の
羨

学
i
l
i日
中
詩
歌
論
i
i』
(
明
治
書
院
平
成
立
一
)
・
『
〈
万
葉
集
〉
と
い

う
名
の
双
関
語
l
i自
中
詩
学
ノ

l
ト

riib穴
大
移
館
害
賠
平
成
七
三

〈
川
口
)
望
月
真
澄
「
音
韻
に
つ
い
て
」
〈
鎌
田
正
編
『
漢
文
教
育
の
理
論
と

指
導
』
大
修
館
蓄
広
昭
和
田
七
三

(
初
〉
『
現
代
思
語
2
』
ハ
筑
摩
書
一
房
昭
和
田
九
)
。

(
幻
)
益
田
勝
実
『
霞
垣
間
科
教
育
法
』
(
法
政
大
学
通
信
教
育
部

六)。

昭
和
五

ハ
筑
波
大
学
)

く100) 


