
清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る

︱
高
校
二
年
生
・
古
典
︵
古
文
・
漢
文
︶
の
授
業
実
践

︱

加

藤

直

志

は
じ
め
に

多
く
の
高
校
で
は
︑
文
法
知
識
等
を
駆
使
し
て
口
語
訳
を
完
成
さ
せ
る
と
い

う
の
が
一
般
的
な
古
文
の
授
業
で
あ
ろ
う
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
れ
だ
け
で
は

生
徒
た
ち
の
古
典
文
学
の
世
界
へ
の
理
解
は
浅
い
も
の
に
留
ま
っ
て
し
ま
う
︒

ま
た
︑
近
年
の
い
く
つ
か
の
学
力
調
査
か
ら
は
︑
日
本
の
子
供
達
が
︑
自
由
記

述
な
ど
を
苦
手
と
し
て
い
る
と
い
う
傾
向
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
︒
本
実
践
は
︑

そ
れ
ら
の
点
を
踏
ま
え
︑
類
似
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
書
か
れ
た
複
数
の
テ
ク
ス

ト
を
読
み
︑
そ
れ
に
つ
い
て
生
徒
間
で
話
し
合
わ
せ
る
こ
と
で
︑
古
典
文
学
へ

の
理
解
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
た
も
の
で
あ
る
︒﹃
枕
草
子
﹄
を

教
科
書
で
読
ん
だ
後
︑﹃
十
訓
抄
﹄
と
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
清
少
納
言
評
を
読

み
比
べ
て
︑
そ
の
評
価
に
差
異
が
生
じ
た
要
因
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
た
︒
個
々

で
課
題
に
取
り
組
ん
だ
後
︑
生
徒
間
で
話
し
合
う
こ
と
で
︑
答
え
が
一
つ
に
定

ま
り
に
く
い
課
題
に
対
し
て
協
同
で
解
決
を
目
指
す
授
業
を
試
み
た①

︒

一
︑
授
業
の
ね
ら
い
と
方
法

本
節
で
は
︑
近
年
の
学
力
調
査
の
結
果
や
︑
国
語
教
育
に
関
す
る
種
々
の
議

論
を
引
用
し
な
が
ら
︑
本
実
践
で
︑
筆
者
︵
授
業
者
︶
が
生
徒
に
ど
の
よ
う
な

力
を
つ
け
さ
せ
た
い
と
考
え
た
の
か
を
述
べ
る
︒

二
〇
一
二
年
実
施
の
Ｐ
Ｉ
Ｓ
Ａ
調
査
の
結
果
か
ら
は
︑
多
く
の
項
目
で
前
回

よ
り
も
改
善
が
見
ら
れ
た
も
の
の
︑
読
解
力
に
お
け
る
自
由
記
述
の
無
答
率
の

高
さ
が
こ
れ
ま
で
同
様
に
指
摘
さ
れ
て
い
る②

︒
こ
の
点
に
つ
い
て
︑
二
〇
〇
九

年
以
前
の
同
調
査
や
全
国
学
力
・
学
習
状
況
調
査
な
ど
を
踏
ま
え
て
心
理
学
的

見
地
か
ら
詳
細
に
分
析
し
た
藤
村
宣
之
は
︑
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

日
本
の
子
ど
も
が
相
対
的
に
苦
手
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
が
︑
概

念
的
理
解
︵
co
n
ce
p
tu
a
l
u
n
d
e
rsta
n
d
in
g
︶
や
そ
れ
に
関
連
す
る
思
考

清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る

一
二
九



プ
ロ
セ
ス
の
表
現
で
あ
る
︒
そ
れ
を
︑
こ
こ
で
は
﹁
わ
か
る
学
力
﹂
と
表

現
す
る
︒
国
語
の
場
合
に
は
︑
テ
キ
ス
ト
中
の
新
し
い
情
報
と
自
分
の
既

有
知
識
を
関
連
づ
け
て
理
解
し
た
り
︑
判
断
の
根
拠
を
自
分
の
言
葉
で
説

明
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
が
含
ま
れ
る③

︒

こ
の
よ
う
な
力
を
高
め
る
た
め
に
藤
村
は
︑﹁
①
多
様
な
考
え
が
可
能
な
問

題
設
定
・
発
問
︑
②
個
別
探
究
を
通
じ
た
自
己
説
明
︑
③
多
様
な
考
え
を
関
連

づ
け
る
集
団
討
論
﹂
と
い
っ
た
特
徴
を
持
つ
﹁
協
同
的
探
究
学
習④

﹂
を
提
唱
し

て
い
る
︒

さ
て
︑
こ
こ
で
﹁
多
様
な
考
え
﹂
と
い
う
語
が
出
て
き
た
が
︑
国
語
の
授
業

で
﹁
多
様
な
考
え
﹂
を
取
り
扱
う
に
際
し
て
は
︑
読
み
に
は
一
つ
の
正
解
が
あ

る
と
考
え
る
の
か
︑
あ
る
い
は
読
者
の
数
だ
け
存
在
す
る
と
考
え
る
の
か
と
い

う
︑
国
語
教
育
に
お
け
る
長
年
の
議
論⑤

が
我
々
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
︒
し
か

し
な
が
ら
︑
筆
者
は
︑
こ
の
両
者
の
二
者
択
一
と
い
う
よ
り
も
︑
む
し
ろ
︑
次

に
引
く
鈴
木
泰
恵
に
共
感
す
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
︒

︿
読
者
﹀
一
人
ひ
と
り
の
相
対
性
を
確
認
し
︑
互
い
に
自
他
の
︿
読
み
﹀

の
妥
当
性
に
自
覚
的
で
あ
る
べ
く
導
き
つ
つ
︑︿
読
者
﹀
た
る
学
生
た
ち

が
︑
一
人
ひ
と
り
︑
自
身
で
考
え
読
む
力
を
つ
け
て
い
け
る
よ
う
に
す
る

の
が
︑
国
語
教
育
で
あ
る
は
ず
だ⑥

︒

本
実
践
で
は
︑
解
答
が
一
つ
に
定
ま
り
に
く
い
課
題
設
定
を
行
い
︑
教
材
作

成
の
際
に
も
そ
れ
を
促
す
よ
う
な
文
言
を
入
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
︒
し
か
し
な

が
ら
︑
生
徒
達
か
ら
多
様
な
意
見
を
引
き
出
す
こ
と
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
し
︑
多
様
な
意
見
の
す
べ
て
を
一
様
に
認
め
る
と
い
う
わ

け
で
も
な
い
︒
そ
う
で
は
な
く
︑
そ
れ
ら
の
意
見
の
間
の
質
的
な
差
に
つ
い
て
︑

生
徒
達
が
意
識
的
に
な
っ
た
上
で
︑
そ
れ
ら
を
う
ま
く
関
連
づ
け
て
説
明
で
き

る
力
を
つ
け
さ
せ
︑
古
典
文
学
へ
の
理
解
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
︑
こ
の

授
業
の
ね
ら
い
で
あ
る
︒

古
典
文
学
へ
の
理
解
と
い
っ
て
も
様
々
あ
ろ
う
が
︑
本
実
践
で
は
︑
以
下
の

よ
う
な
こ
と
を
目
指
し
て
︑﹃
十
訓
抄
﹄
と
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
と
を
並
置
し
た

教
材
を
作
成
し
た
︒
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
に
は
︑﹃
枕
草
子
﹄
と
い
う
︑
い
わ

ば
権
威
化
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
作
者
と
さ
れ
る
清
少
納
言
に
対
す
る
正
反
対
の

評
価
が
書
か
れ
て
い
る
︒
こ
れ
ら
を
読
み
比
べ
る
こ
と
で
︑
与
え
ら
れ
た
テ
ク

ス
ト
を
そ
の
ま
ま
無
批
判
に
受
け
入
れ
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
を
相
対
化
す
る

視
点
に
気
づ
か
せ
た
い
と
考
え
た⑦

︒
ま
た
︑
読
後
に
生
徒
相
互
で
意
見
を
交
流

さ
せ
た
上
で
︑
複
数
の
意
見
の
関
連
づ
け
を
行
わ
せ
た
︒
清
少
納
言
へ
の
評
価

と
そ
の
テ
ク
ス
ト
の
成
立
年
代
と
い
っ
た
︑
一
見
す
る
と
別
々
の
指
摘
の
間
に
︑

実
は
関
連
性
が
見
出
せ
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
さ
ら

に
深
い
理
解
を
目
指
し
た
︒
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
も
︑
教
育
心
理
学
の
知
見
を

参
考
に
し
た
授
業
実
践
を
行
っ
て
き
た
が⑧

︑
古
典
の
授
業
で
行
っ
た
の
は
今
回

が
初
め
て
で
あ
る
︒

清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る

一
三
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二
︑
教
材
と
発
問

本
節
で
は
︑
今
回
の
授
業
実
践
で
使
用
し
た
教
材
︵
︻
教
材
⑴
⑵
⑶
⑷
︼︶
と

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
︵
︻
教
材
⑸
︼︶
に
つ
い
て
紹
介
す
る
︒
︻
教
材
⑴
⑵
︼
は
教
科

書
等
の
教
材
で
あ
り
︑
︻
教
材
⑶
⑷
︼
は
筆
者
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
︒
カ

ッ
コ
内
の
数
字
は
授
業
で
取
り
扱
っ
た
順
と
一
致
す
る
︒

︻
教
材
⑴
︼
﹃
枕
草
子⑨

﹄

雪
の
い
と
高
う
降
り
た
る
を
︑
例
な
ら
ず
御み

格か
う

子し

参
り
て
︑
炭す

櫃び
つ

に
火
お

こ
し
て
︑
物
語
り
な
ど
し
て
集
ま
り
候

さ
ぶ
ら

ふ
に
︑﹁
少
納
言
よ
︒
香
炉
峰
の
雪

い
か
な
ら
む
︒﹂
と
仰お

ほ

せ
ら
る
れ
ば
︑
御
格
子
上
げ
さ
せ
て
︑
御み

簾す

を
高
く

上
げ
た
れ
ば
︑
笑
は
せ
給た

ま

ふ
︒
人
々
も
﹁
さ
る
こ
と
は
知
り
︑
歌
な
ど
に
さ

へ
歌
へ
ど
︑
思
ひ
こ
そ
よ
ら
ざ
り
つ
れ
︒
な
ほ
︑
こ
の
宮
の
人
に
は
さ
べ
き

な
め
り
︒﹂
と
言
ふ
︒

︻
教
材
⑵
︼
﹃
白
氏
文
集⑩

﹄

香
炉
峰
下
︑
新
卜
山
居
︑
草
堂
初
成
︑
偶
題
東
壁

日
高
睡
足
猶
慵
起

小
閣
重
衾
不
怕
寒

遺
愛
寺
鐘
欹
枕
聴

香
炉
峰
雪
撥
簾
看

匡
廬
便
是
逃
名
地

司
馬
仍
為
送
老
官

心
泰
身
寧
是
帰
処

故
郷
何
独
在
長
安

︻
教
材
⑶
︼
﹃
十
訓
抄⑪

﹄︑
︻
教
材
⑷
︼
﹃
紫
式
部
日
記⑫

﹄

自
主
教
材

清
少
納
言
は
︑
昔
の
人
に
ど
の
よ
う
に
評
さ
れ
て
い
た
の
か

﹃
十
訓
抄
﹄
一
ノ
二
十
一

同
じ
＊
�

院ゐ
ん

︑
雪
い
と
お
も
し
ろ
く
降
り
た
り
け
る
冬
の

朝
あ
し
た

︑
端は
し

近
く
居

出い

で
さ
せ
給た
ま

ひ
て
︑
雪
御ご

覧ら
ん

じ
け
る
に
︑
﹁
＊
�

香か
う

炉ろ

峰ほ
う

の
あ
り
さ
ま
︑
い
か

な
ら
む
﹂
と
仰お

ほ

せ
ら
れ
け
れ
ば
︑
清せ
い

少せ
う

納な

言ご
ん

︑
御
前
に

候
さ
ぶ
ら

ひ
け
る
が
︑

申ま
う

す
こ
と
は
な
く
て
︑
御み

簾す

を
お
し
は
り
た
り
け
る
︒
世
の
末
ま
で
優い
う

な

る
例
た
め
し

に
い
ひ
伝
へ
ら
れ
け
る
︒

か
の
香
炉
峰
の
こ
と
は
︑
白は

く

楽ら
く

天て
ん

︑
老お
い

の
の
ち
︑
こ
の
山
の
ふ
も
と
に
︑

一
つ
の
草さ

う

堂だ
う

を
し
め
て
︑
住
み
給
ひ
け
る
時
の
詩
に
い
は
く
︑

遺

愛

寺

鐘

欹

枕

聴

遺ゐ

愛あ
い

寺じ

の
鐘か
ね

は
枕
ま
く
ら

を
欹
そ
ば
た

て
て
聴き

く

香

炉

峰

雪

撥

簾

看

香
炉
峰
の
雪
は
簾

す
だ
れ

を
撥か
か

げ
て
看み

る

と
あ
る
を
︑
帝

み
か
ど

︑
仰お
ほ

せ
出
だ
さ
れ
け
る
に
よ
り
て
︑
御
簾
を
ば
上
げ
け

る
な
り
︒

か
の
清
少
納
言
は
天て

ん

暦
り
や
く

の
御
時
︑
＊
�

梨な
し

壺つ
ぼ

の
五
人
の
歌
仙
の
内
︑
清き
よ

原
は
ら
の

元も
と

輔
す
け
の

女
む
す
め

に
て
︑
や
ま
と
こ
と
ば
も
︑
家い
へ

の
風か
ぜ

吹
き
伝
へ
た
り
け
る
う
へ
︑

心
ざ
ま
わ
り
な
く
優
に
て
︑
を
り
に
つ
け
た
る
振ふ

る

舞ま
ひ

い
み
じ
き
こ
と
多
か

り
け
り
︒

＊
�

一
条
院
︵
一
条
天
皇
︶
の
こ
と
︒
た
だ
し
︑﹃
枕
草
子
﹄
で
は
︑

一
条
天
皇
の
中
宮
定
子
と
な
っ
て
い
る
︒

＊
�

中
国
江
西
省
に
あ
る
山
︒

＊
�

天て
ん

暦
り
や
く

五
年
︵
九
五
一
年
︶
︑
村
上
天
皇
の
勅
命
に
よ
り
︑
内だ
い

裏り

の

清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る

一
三
一



梨
壺
で
﹃
後ご

撰せ
ん

和
歌
集
﹄
の
編
纂
や
﹃
万
葉
集
﹄
の
訓
点
事
業
に

あ
た
っ
た
五
人
︒
梨
壺
と
は
︑
昭
し
よ
う

陽よ
う

舎し
や

の
別
名
︒
庭
に
梨
が
植

え
ら
れ
て
い
た
こ
と
に
よ
る
︒

﹃
紫
式
部
日
記
﹄

清せ
い

少せ
う

納な

言ご
ん

こ
そ
︑
し
た
り
顔が
ほ

に
い
み
じ
う
侍は
べ

り
け
る
人
︒
さ
ば
か
り
さ

か
し
だ
ち
︑
＊
�

真ま

名な

書
き
散ち

ら
し
て
侍
る
ほ
ど
も
︑
よ
く
見
れ
ば
︑
ま
だ
い

と
足た

ら
ぬ
こ
と
多お
ほ

か
り
︒
か
く
︑
＊
�

人
に
異こ
と

な
ら
む
︑
と
思
ひ
好こ
の

め
る
人
は
︑

か
な
ら
ず
見
劣を
と

り
し
︑
行ゆ
く

末す
ゑ

う
た
て
の
み
侍
れ
ば
︑
＊
�

艶え
ん

に
な
り
ぬ
る
人
は
︑

い
と
す
ご
う
す
ず
ろ
な
る
折を
り

も
︑
も
の
の
あ
は
れ
に
す
す
み
︑
を
か
し
き

こ
と
も
見
過す

ぐ
さ
ぬ
ほ
ど
に
︑
お
の
づ
か
ら
さ
る
ま
じ
く
︑
あ
だ
な
る
さ

ま
に
も
な
る
に
侍
る
べ
し
︒
そ
の
あ
だ
に
な
り
ぬ
る
人
の
は
て
︑
い
か
で

か
は
よ
く
侍
ら
む
︒

＊
�

｢真
名
﹂
は
︑
漢
字
の
こ
と
を
い
い
︑﹁
真
名
書
き
散
ら
す
﹂
は
︑

漢
文
︵
漢
籍
︶
を
書
く
こ
と
を
い
う
︒
上
原
作
和
は
﹁
作
者
は

﹃
枕
草
子
﹄
の
漢
籍
引
用
が
詩
句
を
吟
じ
た
り
す
る
直
裁
的
な
方

法
で
あ
り
︑
こ
れ
を
自
身
の
﹃
源
氏
物
語
﹄
や
詠
歌
に
お
け
る
漢

籍
引
用
の
方
法
の
ほ
う
が
︑
文
脈
に
巧
み
に
溶
け
込
み
︑
洗
練
さ

れ
て
い
る
も
の
と
自
負
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
︒﹂
と
い
う
︒︵
上

原
作
和
・
廣
田
收
﹃
紫
式
部
と
和
歌
の
世
界
﹄
二
〇
一
一
年
︑
武

蔵
野
書
院
︶

＊
�

人
と
違
っ
て
い
た
い
と
好
ん
で
思
っ
て
い
る
人
︒

＊
�

風
流
な
ふ
る
ま
い
ば
か
り
す
る
よ
う
に
な
っ
た
人
︒

定
番
教
材
で
あ
る
︻
教
材
⑴
⑵
︼
に
加
え
て
︑
︻
教
材
⑶
⑷
︼
を
作
成
し
た
︒

こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
を
教
材
化
す
る
際
に
は
︑
複
数
の
清
少
納
言
評
を
読
む
だ

け
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
に
関
す
る
多
様
な
考
え
の
比
較
検
討
・
関
連

づ
け
︑
と
い
っ
た
授
業
を
展
開
す
る
こ
と
を
も
考
え
た
︒
そ
の
た
め
︑
文
学
研

究
の
成
果
も
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
こ
と
を
試
み
︑
︻
教
材
⑷
︼
で
︑
紫
式
部

が
清
少
納
言
の
漢
文
引
用
の
方
法
に
つ
い
て
批
判
す
る
箇
所
に
つ
い
て
の
︑
上

原
作
和
の
注
釈⑬

を
引
用
し
た
︒
こ
れ
は
︑
生
徒
達
か
ら
多
様
性
の
あ
る
解
答
を

導
き
出
す
の
に
適
し
た
ヒ
ン
ト
に
な
る
と
の
判
断
か
ら
で
あ
る
︒﹃
紫
式
部
日

記
﹄
が
清
少
納
言
に
よ
る
漢
籍
引
用
の
方
法
全
体
へ
の
評
価
で
あ
る
の
に
対
し
︑

﹃
十
訓
抄
﹄
は
﹃
枕
草
子
﹄
の
個
別
の
箇
所
を
中
心
と
し
た
記
述
で
は
あ
る
も

の
の
︑﹁
心
ざ
ま
わ
り
な
く
優
に
て
︑
を
り
に
つ
け
た
る
振ふ
る

舞ま
ひ

い
み
じ
き
こ
と

多
か
り
け
り
︒
﹂
と
︑
清
少
納
言
そ
の
も
の
へ
の
評
価
に
も
言
及
し
て
い
る
こ

と
か
ら
︑
両
テ
ク
ス
ト
を
並
置
し
て
取
り
扱
っ
た
︒

ま
た
︑
生
徒
達
に
示
し
て
は
い
な
い
が
︑
﹃
枕
草
子
﹄
﹁
香
炉
峰
の
雪
﹂
の
段

の
享
受
史
を
扱
っ
て
い
る
中
島
和
歌
子
の
論
も
︑
授
業
の
展
開
を
構
想
す
る
上

で
参
考
に
し
た
︒

自
分
自
身
の
経
験
を
記
す
こ
と
と
︑
他
人
で
︑
し
か
も
時
代
を
隔
て
た
中

世
人
・
近
世
人
が
語
る
の
と
で
は
︑
作
者
の
立
場
の
違
い
は
あ
ま
り
に
も

大
き
い
と
言
え
る
︒
又
各
作
品
に
は
固
有
の
主
題
や
文
脈
が
あ
り
︑
そ
れ

に
よ
る
拘
束
も
大
き
い
こ
と
で
あ
ろ
う
︒
更
に
作
者
の
問
題
だ
け
で
な
く
︑

清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る

一
三
二



読
者
層
に
し
て
も
︑
そ
の
範
囲
や
そ
こ
に
お
け
る
一
般
的
教
養
の
程
度
が
︑

﹃
枕
草
子
﹄
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る⑭

︒

次
に
︑
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
の
読
後
に
用
い
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
︵
︻
教
材

⑸
︼︶
を
紹
介
す
る
︒

︻
教
材
⑸
︼
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

課
題
一

﹃
十
訓
抄
﹄
と
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
で
︑
清
少
納
言
へ
の
評
価
が
大

き
く
異
な
る
︒
こ
の
違
い
は
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
来
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
︒
自
分
で
考
え
て
説
明
し
て
み
よ
う
︒

可
能
で
あ
れ
ば
そ
う
考
え
た
根
拠
も
踏
ま
え
た
説
明
を
し
よ
う
︒

﹇
個
別
探
究
Ⅰ
]

課
題
二

四
人
グ
ル
ー
プ
を
作
り
ま
す
︒
グ
ル
ー
プ
の
中
で
︑
お
互
い
の
考

え
を
発
表
し
よ
う
︒

﹇
協
同
探
究
]

課
題
三

グ
ル
ー
プ
と
し
て
の
意
見
を
ま
と
め
よ
う
︒
誰
か
一
人
の
意
見
を

単
純
に
選
ぶ
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
誰
か
の
意
見
を
も
と
に
み
ん

な
で
修
正
を
加
え
た
り
︑
複
数
の
人
の
意
見
を
組
み
合
わ
せ
た
り

す
る
な
ど
︑
グ
ル
ー
プ
内
で
の
話
し
合
い
を
通
じ
て
︑
意
見
を
練

り
上
げ
て
み
よ
う
︒

﹇
協
同
探
究
]

課
題
四

各
グ
ル
ー
プ
で
発
表
し
て
も
ら
い
ま
す
︒

﹇
協
同
探
究
]

課
題
五

各
グ
ル
ー
プ
の
発
表
を
聞
き
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
発
表
内
容
を
︑
ポ
イ

ン
ト
別
に
整
理
し
て
み
よ
う
︒

﹇
協
同
探
究
]

課
題
六

こ
れ
ま
で
の
学
習
を
生
か
し
て
︑
課
題
一
に
つ
い
て
も
う
一
度
考

え
て
み
よ
う
︒

﹇
個
別
探
究
Ⅱ
]

課
題
一
が
こ
の
授
業
の
中
心
と
な
る
発
問
で
あ
る
︒
古
典
文
学
の
価
値
に
つ

い
て
相
対
的
な
視
点
を
持
つ
こ
と
に
つ
な
が
る
発
問
で
あ
る
こ
と
︑
さ
ら
に
言

え
ば
︑
有
名
だ
か
ら
素
晴
ら
し
い
︑
教
科
書
に
載
っ
て
い
る
か
ら
素
晴
ら
し
い
︑

先
生
が
素
晴
ら
し
い
と
言
っ
て
い
る
か
ら
素
晴
ら
し
い
︑
と
い
う
発
想
を
乗
り

越
え
る
こ
と
を
目
標
し
た
発
問
で
あ
る
︒
次
に
︑
正
解
が
一
つ
に
は
な
り
に
く

い
発
問
で
あ
る
と
同
時
に
︑
複
数
出
る
で
あ
ろ
う
解
答
の
関
連
づ
け
が
で
き
そ

う
な
発
問
と
い
う
点
を
意
識
し
た
︒
最
初
に
こ
の
課
題
に
つ
い
て
各
個
人
で
考

え
︑
記
述
さ
せ
た
後
︑
小
グ
ル
ー
プ
︑
ク
ラ
ス
全
体
と
い
う
流
れ
で
協
同
的
な

学
習
を
行
い
︑
最
後
の
課
題
六
で
︑
課
題
一
と
同
じ
課
題
に
再
度
取
り
組
ま
せ

た
︒

三
︑
授
業
の
詳
細
と
記
述
の
変
化

本
節
で
は
︑
授
業
内
容
の
詳
細
︵
︻
表
⑴
⑶
︼
︶
と
︑
授
業
の
前
後
で
の
生
徒

達
の
記
述
内
容
の
変
化
︵
︻
表
⑵
⑷
⑸
⑹
︼
︶
に
つ
い
て
分
析
す
る
︒

ま
ず
︑
こ
の
実
践
の
授
業
内
容
を
示
す
︵
︻
表
⑴
︼︶
︒
高
校
二
年
生
︑
三
十

九
名
の
ク
ラ
ス
を
対
象
に
授
業
を
行
っ
た
︵
文
理
分
け
は
行
っ
て
い
な
い
︶︒

清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る

一
三
三



︻
表
⑴
︼
授
業
内
容

時
数

内

容

�
～
�

;
﹃
十
訓
抄
﹄
と
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
読
解
に
取
り
組
ま
せ
た
︒

▽
一
般
的
な
古
文
の
授
業
︵
文
法
・
重
要
古
語
↓
現
代
語
訳
︶
を

行
っ
た
︒

�

<
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
課
題
一
に
取
り
組
ま
せ
た
︒︵
二
十
分
)

[
個
別
探
究
Ⅰ
]

>
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
課
題
二
に
取
り
組
ま
せ
た
︒︵
十
分
)

[
協
同
探
究
]

?
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
課
題
三
に
取
り
組
ま
せ
た
︒︵
二
十
分
)

[
協
同
探
究
]

▽
授
業
者
に
よ
る
支
援
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
か
っ
た
︒
何
を
す
る

か
の
指
示
を
し
た
程
度
で
あ
っ
た
︒

▽
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
回
収
し
︑
授
業
者
が
︑
誰
︵
ど
の
グ
ル
ー

プ
︶
が
ど
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
る
か
を
把
握
し
︑
次
時
の
授

業
の
進
め
方
を
考
え
た
︒

@
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
課
題
四
・
五
に
取
り
組
ま
せ
た
︒︵
四
十

分
)

[
協
同
探
究
]

▽
授
業
者
が
全
体
の
司
会
を
す
る
と
と
も
に
︑
意
見
を
板
書

し
た
︒

▽
板
書
を
使
っ
た
整
理
が
し
や
す
い
よ
う
な
順
番
で
グ
ル
ー

業授

�

プ
を
指
名
し
た
︒

▽
グ
ル
ー
プ
の
中
で
は
取
り
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
が
︑
課
題

一
で
優
れ
た
意
見
を
書
い
た
生
徒
を
指
名
し
︑
意
見
を
ク

ラ
ス
全
体
に
紹
介
し
た
︒

A
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
の
課
題
六
に
取
り
組
ま
せ
た
︒︵
十
分
)

[
個
別
探
究
Ⅱ
]

開公

正
解
が
一
つ
に
絞
れ
な
い
よ
う
な
課
題
設
定
に
な
っ
て
い
る
が
︑
明
ら
か
に

的
外
れ
な
も
の
や
根
拠
不
明
な
も
の
は
︑
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
回
収
し
た
際
に
赤

ペ
ン
で
助
言
を
書
き
加
え
た
︒

次
に
︑
︻
表
⑴
︼
<
﹇
個
別
探
究
Ⅰ
﹈
の
段
階
で
︑
ど
の
よ
う
な
記
述
が
多

か
っ
た
か
を
示
す
︵
︻
表
⑵
︼︶︒
一
人
で
複
数
の
観
点
に
よ
る
記
述
を
し
て
い

る
者
も
多
い
た
め
︑
ク
ラ
ス
の
生
徒
数
よ
り
も
延
べ
人
数
は
多
く
な
っ
て
い
る
︒

︻
表
⑵
︼
課
題
一
﹇
個
別
探
究
Ⅰ
﹈
の
結
果

🄐
清
少
納
言
と
紫
式
部
の
政
治
的
対
立
⁝
二
十
一
名

🄑
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
と
﹃
十
訓
抄
﹄
の
時
代
差
⁝
二
十
名

🄒
清
少
納
言
と
紫
式
部
の
文
学
性
の
対
立
⁝
八
名

🄓
紫
式
部
と
﹃
十
訓
抄
﹄
の
作
者
の
問
題
⁝
八
名

🄔
そ
の
他
⁝
九
名

課
題
一
は
︑
協
同
的
探
究
学
習
の
﹇
個
別
探
究
Ⅰ
﹈
に
該
当
す
る
が
︑
こ
こ

清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る

一
三
四



で
は
🄐
🄑
に
つ
い
て
の
記
述
が
多
か
っ
た
︒
一
条
天
皇
の
後
宮
の
問
題
や
︑
作

品
の
成
立
年
代
と
い
っ
た
︑
文
学
史
の
知
識
︵
便
宜
上
︑
テ
ク
ス
ト
の
外
部
と

呼
ぶ
︶
に
基
づ
い
て
考
え
た
生
徒
が
多
か
っ
た
と
い
え
る
︒
た
だ
し
︑
た
だ
成

立
年
代
の
差
を
指
摘
し
た
だ
け
で
は
な
く
︑
鎌
倉
時
代
と
平
安
時
代
の
そ
れ
ぞ

れ
の
時
代
背
景
に
ま
で
言
及
で
き
て
い
た
記
述
が
多
か
っ
た
︒
こ
れ
は
予
想
通

り
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
一
方
で
︑
テ
ク
ス
ト
の
内
部
に
も
目
を
向
け
て
欲
し
か

っ
た
の
で
︑
上
原
・
廣
田
の
注
釈
書⑮

を
注
に
引
用
し
た
︒
そ
の
結
果
︑
🄒
の
よ

う
な
意
見
も
出
た
︒
誘
導
的
す
ぎ
る
と
い
う
自
戒
は
あ
る
も
の
の
︑
古
典
文
学

教
育
の
特
性
上
︑
考
え
る
た
め
の
情
報
を
あ
る
程
度
︑
授
業
者
か
ら
提
供
す
る

こ
と
は
や
む
を
得
な
い
面
も
あ
る
︒

次
に
︑
︻
表
⑴
︼
@
課
題
四
・
五
に
つ
い
て
︑
板
書
︵
︻
表
⑶
︼︶
を
紹
介
し

な
が
ら
︑
詳
細
を
述
べ
る
︒

︻
表
⑶
︼
﹇
協
同
探
究
﹈
場
面
で
の
板
書
内
容

政
治
的
対
立

一
条
天
皇
の
後
宮
の
問
題

紫
式
部
と
清
少
納
言
は
ラ
イ
バ
ル

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
と
﹃
十
訓
抄
﹄
の

時
代
差

鎌
倉
か
ら
平
安
へ
の
あ
こ
が
れ

後
世
に
は
印
象
的
な
と
こ
ろ
が
伝

そ
の
他

評
価
の
観
点
が
違
う

﹃
十
訓
抄
﹄
⁝
行
動

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
⁝
文
章

︿
補
足
﹀

B
鎌
倉
時
代
に
お
け
る
日
本
古
典

わ
る

本
人
を
知
っ
て
い
る
か
否
か

文
学
性
の
対
立

漢
詩
文
引
用
の
方
法
の
差
異

作
者
の
問
題

﹃
十
訓
抄
﹄
作
者
は
庶
民
？

紫
式
部
は
同
時
代
作
家
の
目
線

文
学
の
権
威
化

B
清
少
納
言
を
さ
げ
す
む

→
←

周
囲
の
評
価
を
下
げ
る

B
直
接
引
用
の
方
が
分
か
り
や
す

い↓
﹃
十
訓
抄
﹄
の
方
が
高
評
価

読
者
の
問
題

課
題
五
に
取
り
組
ま
せ
た
後
︑
指
名
し
た
生
徒
の
発
言
内
容
を
組
み
立
て
な

が
ら
︑
板
書
を
し
て
い
っ
た
︒︿
補
足
﹀
に
つ
い
て
は
︑
課
題
三
で
取
り
上
げ

ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
も
の
の
︑
課
題
一
で
は
書
か
れ
て
い
た
意
見
の
う
ち
︑

他
の
生
徒
に
も
紹
介
し
た
か
っ
た
意
見
を
発
表
さ
せ
た
︒
グ
ル
ー
プ
探
究
を
挟

む
こ
と
に
よ
り
︑
各
自
が
必
ず
発
言
す
る
機
会
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
が
︑
優

れ
た
意
見
を
取
り
上
げ
ず
︑
ク
ラ
ス
全
体
に
発
表
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
起
こ

る
た
め
︑
授
業
者
に
よ
る
支
援
が
必
要
で
あ
る
︒

項
目
別
に
板
書
し
た
後
︑
生
徒
の
意
見
を
も
と
に
し
な
が
ら
︑
相
互
の
関
連

性
に
つ
い
て
も
︑
授
業
者
が
次
の
よ
う
に
言
及
し
た
︒

B
政
治
的
対
立
が
あ
っ
た
か
ら
︑
清
少
納
言
を
蔑
む
こ
と
で
周
囲
の
評
価
を

下
げ
た
か
っ
た
︒
そ
こ
で
︑
漢
詩
文
引
用
の
方
法
の
違
い
に
つ
い
て
言
及

し
た
の
で
は
な
い
か
︒

清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る

一
三
五



B
同
時
代
作
家
と
し
て
の
目
線
で
書
か
れ
る
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
と
違
い
︑

﹃
十
訓
抄
﹄
の
時
代
に
は
日
本
古
典
文
学
が
権
威
化
し
て
い
た
た
め
︑
清

少
納
言
の
高
評
価
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
︒

B
教
養
の
高
い
平
安
貴
族
が
書
い
た
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
と
違
い
︑﹃
十
訓
抄
﹄

の
作
者
は
庶
民
的
な
人
物
で
あ
り
︑
直
接
的
な
漢
詩
文
引
用
の
方
が
理
解

し
や
す
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
︒
ま
た
︑﹃
十
訓
抄
﹄
の
時
代
に
は
︑
読

者
も
武
士
な
ど
が
多
く
︑
わ
か
り
や
す
い
引
用
方
法
の
方
が
好
ま
れ
た
の

で
は
な
い
か
︒

生
徒
達
か
ら
出
た
複
数
の
意
見
の
関
連
づ
け
を
行
っ
た
こ
と
で
︑﹃
十
訓
抄
﹄

の
成
立
を
め
ぐ
る
問
題⑯

に
も
関
連
す
る
部
分
に
ま
で
︑
授
業
の
内
容
を
深
め
る

こ
と
が
で
き
た
︒
ま
た
︑
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
回
収
し
た
際
に
︑
生
徒
達
の
間
に

﹁
平
安
時
代
＝
貴
族
社
会
︑
鎌
倉
時
代
＝
武
家
社
会
﹂
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ

プ
な
理
解
が
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
た
︒
政
治
的
な
実
権
が
弱
ま
っ
た
だ
け
で
︑

鎌
倉
時
代
以
降
に
も
公
家
は
存
在
し
︑
文
化
の
担
い
手
と
し
て
存
在
感
を
発
揮

し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
授
業
者
が
補
足
し
た
︒

最
後
に
︑
︻
表
⑴
︼
A
課
題
六
﹇
個
別
探
究
Ⅱ
﹈
に
つ
い
て
の
︑
結
果
︵
︻
表

⑷
⑸
︼︶
及
び
そ
の
考
察
を
示
す
︒
ま
た
︑
生
徒
達
の
記
述
内
容
︵
︻
表
⑹
︼︶

も
紹
介
す
る
︒

︻
表
⑷
︼
課
題
六
﹇
個
別
探
究
Ⅱ
﹈
の
結
果

🄐
清
少
納
言
と
紫
式
部
の
政
治
的
対
立
⁝
三
十
一
名

🄑
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
と
﹃
十
訓
抄
﹄
の
時
代
差
⁝
三
十
五
名

🄒
清
少
納
言
と
紫
式
部
の
文
学
性
の
対
立
⁝
二
十
名

🄓
紫
式
部
と
﹃
十
訓
抄
﹄
の
作
者
の
問
題
⁝
十
二
名

🄔
そ
の
他
⁝
五
名

🄐
🄑
の
意
見
を
軸
に
し
な
が
ら
も
︑
🄒
🄓
の
意
見
を
視
野
に
入
れ
た
記
述
が

増
え
た
︒
と
は
い
え
︑
🄐
～
🄓
を
た
だ
羅
列
し
た
だ
け
の
記
述
も
見
ら
れ
︑
理

解
が
深
ま
っ
た
の
で
は
な
く
︑
新
た
な
情
報
を
得
た
こ
と
で
知
識
が
増
え
た
だ

け
の
可
能
性
も
あ
る
︒
そ
こ
で
︑
複
数
の
意
見
の
関
連
づ
け
が
ど
の
程
度
で
き

て
い
た
の
か
と
い
う
観
点
で
も
︑
課
題
一
と
課
題
六
の
結
果
を
比
較
し
て
み
た

︵
︻
表
⑸
︼︶︒

︻
表
⑸
︼
課
題
一
﹇
個
別
探
究
Ⅰ
﹈
と
課
題
六
﹇
個
別
探
究
Ⅱ
﹈
の
変
化
︵
複

数
の
意
見
の
関
連
づ
け
︶

課
題
一
：
複
数
の
意
見
を
記
述
し
て
い
て
も
︑
羅
列
に
留
ま
り
︑
そ
れ
ら
を

関
連
づ
け
た
も
の
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
︒

←

課
題
六
：
あ
る
程
度
増
加
し
た
︒

🄐
と
🄑
と
を
関
連
づ
け
た
記
述
︽
Ⅰ
群
︾
⁝
三
名

🄐
と
🄒
と
を
関
連
づ
け
た
記
述
︽
Ⅱ
群
︾
⁝
二
名

清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る
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🄐
と
🄓
と
を
関
連
づ
け
た
記
述
︽
Ⅲ
群
︾
⁝
二
名

🄑
と
🄒
と
を
関
連
づ
け
た
記
述
︽
Ⅳ
群
︾
⁝
三
名

🄑
と
🄓
と
を
関
連
づ
け
た
記
述
︽
Ⅴ
群
︾
⁝
三
名

🄐
と
🄑
と
🄒
と
を
関
連
づ
け
た
記
述
︽
Ⅵ
群
︾
⁝
四
名

人
数
が
増
え
た
と
は
い
え
︑
ま
だ
一
部
の
生
徒
に
過
ぎ
ず
︑
複
数
の
意
見
の

関
連
づ
け
を
通
し
て
の
深
い
理
解
︑
と
い
う
点
で
は
課
題
が
残
っ
た
︒
ま
た
︑

単
な
る
羅
列
な
の
か
︑
関
連
づ
け
て
い
る
の
か
が
︑
判
断
し
に
く
い
記
述
も
多

く
︑
評
価
が
難
し
い
面
が
あ
っ
た
︒

実
際
に
生
徒
達
が
書
い
た
も
の
の
一
部
を
紹
介
し
て
お
く
︵
︻
表
⑹
︼︶︒
下

段
の
傍
線
は
筆
者
に
よ
り
︑
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
︻
表
⑵
⑷
︼
で
用
い
た
記
述

内
容
の
分
類
記
号
に
従
っ
た
︒
生
徒
の
記
述
の
︑
ど
の
部
分
と
ど
の
部
分
に
つ

い
て
関
連
づ
け
が
で
き
て
い
る
と
筆
者
が
判
断
し
た
の
か
が
わ
か
る
よ
う
に
す

る
た
め
に
付
し
た
も
の
で
あ
る
︒

︻
表
⑹
︼
生
徒
達
の
記
述
内
容
の
変
化
︵
誤
字
は
訂
正
し
て
引
用
し
た
︶

課
題
一
﹇
個
別
探
究
Ⅰ
]

課
題
六
﹇
個
別
探
究
Ⅱ
]

十
訓
抄
と
紫
式
部
日
記
で
は
︑
書

か
れ
た
時
代
が
違
い
︑
そ
こ
か
ら

評
価
の
差
が
出
た
？

十
訓
抄
は

清
少
納
言
が
生
き
て
い
た
時
代
よ

Ｂ鎌
倉
時
代
は
武
士
の
時
代
で
あ
り
︑

平
安
時
代
へ
の
あ
こ
が
れ
も
あ
っ

た
た
め
に
︑
十
訓
抄
で
は
高
評
価
︒

そ
れ
に
対
し
て

Ａ清
少
納
言
と
紫
式

《Ⅰ群》

り
後
に
書
か
れ
て
い
て
︑
御
簾
を

上
げ
た
と
き
の
よ
う
な
表
立
っ
た

行
動
だ
け
が
伝
わ
っ
て
︑
そ
れ
が

高
い
評
価
に
つ
な
が
っ
た
︒
こ
こ

で
︑
清
少
納
言
に
つ
い
て
の
悪
い

言
い
伝
え
が
な
け
れ
ば
︑
清
少
納

言
の
こ
と
を
悪
く
書
き
よ
う
が
な

い
︒
紫
式
部
日
記
は
清
少
納
言
が

生
き
た
時
代
と
同
じ
時
に
書
か
れ

て
い
て
︑
清
少
納
言
の
良
い
面
も

悪
い
面
も
知
っ
た
上
で
低
評
価
に

な
っ
た
︒
そ
も
そ
も
観
点
が
違

う
？

十
訓
抄
は
主
に
行
動
に
つ

い
て
︑
紫
式
部
日
記
は
清
少
納
言

が
書
く
文
章
に
つ
い
て
︒

部
は
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
の

で
︑
紫
式
部
日
記
で
は
多
少
批
判

的
に
描
か
れ
て
い
る
︒
ま
た
こ
の

二
人
に
は
文
学
性
の
対
立
も
あ
り
︑

清
少
納
言
の
漢
詩
引
用
は
直
接
的

で
あ
っ
た
が
︑
紫
式
部
は
間
接
的
︒

紫
式
部
↓
彰
子

清
少
納
言
↓
定
子
E⎜G

ど
ち
ら
も
一

条
天
皇
の
中

宮

敵
対
関

係
が
あ
っ
た

の
で
は
？

十
訓
抄
⁝
漢
文
を
引
用

︵
そ
の
ま
ま
︶

⎜G

Ａ紫
式
部
日
記
で
清
少
納
言
が
悪
く

言
わ
れ
て
い
る
の
は
︑
や
は
り
二

人
が
ラ
イ
バ
ル
の
よ
う
な
関
係
で

あ
っ
た
こ
と
が
大
元
な
の
で
は
な

い
か
と
思
う
︒
嫌
い
だ
か
ら
︑

Ｃ紫

式
部
は
清
少
納
言
の
感
性
が
受
け

入
れ
ら
れ
な
い
︵
清
少
納
言
が
書

清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る
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《Ⅱ群》

枕
草
子
⁝
漢
文
ほ
ぼ
引
用
E⎜

価
値
観
が
あ
っ
て
い
る

→

紫
式
部
⁝
引
用
す
る
な
ん
て

と
い
う
考
え
方

い
た
と
い
う
フ
ィ
ル
タ
ー
が
か
か

っ
て
し
ま
う
︶
の
で
は
な
い
か
と

感
じ
た
︒
ま
た
十
訓
抄
で
好
評
価

を
さ
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
は
貴

族
が
平
安
を
良
い
時
代
だ
と
思
っ

て
い
た
こ
と
が
大
き
い
の
だ
と
思

う
が
︑
平
安
時
代
の
良
さ
を
枕
草

子
を
例
に
し
て
伝
え
て
い
る
と
い

う
意
見
に
は
な
る
ほ
ど
︑
と
思
っ

た
︒

《Ⅲ群》

書
か
れ
た
時
代
の
価
値
観
の
違
い

｢十
訓
抄
﹂
は
鎌
倉
︑﹁
紫
式
部

日
記
﹂
は
平
安
︒
漢
詩
を
き
い

て
何
を
伝
え
た
い
の
か
知
識
を

ど
う
い
か
す
の
か
と
い
う
観
点

に
お
い
て
︑
鎌
倉
の
と
き
は
︑

す
だ
れ
を
上
げ
た
り
な
ど
気
持

ち
が
読
み
と
れ
て
︑
知
識
も
上

手
く
生
か
せ
て
い
る
と
好
評
価

さ
れ
る
が
︑
平
安
の
と
き
は
︑

こ
の
行
為
は
利
口
ぶ
っ
て
人
の

二
人
は
ラ
イ
バ
ル
関
係
だ
っ
た
︒

Ｄ｢十
訓
抄
﹂
で
は
清
少
納
言
の

良
い
こ
と
の
言
い
伝
え
を
も
と

に
︑
庶
民
な
ど
︑
知
識
が
あ
ま

り
無
い
人
が
書
い
た
た
め
︑
清

少
納
言
・
彼
女
の
詩
を
す
ば
ら

し
い
と
考
え
た
が
︑

Ａ紫
式
部
は
︑

清
少
納
言
の
周
囲
の
評
価
を
下

げ
る
こ
と
で
︑
自
分
の
す
ば
ら

し
さ
を
訴
え
︑
自
分
の
方
が
上

だ
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
た
か

機
嫌
を
と
る
行
為
で
あ
り
︑
中

身
の
な
い
人
が
す
る
こ
と
だ
と

悪
い
評
価
を
受
け
て
い
る
︒

紫
式
部
は
間
接
的
・
清
少
納
言
は

直
接
的

↓
紫
式
部
は
自
分
の
ほ
う
が
す

ば
ら
し
い
も
の
だ
と
思
い
︑

清
少
納
言
を
け
な
し
て
い

る
⁉

っ
た
の
で
は
な
い
か
︒

時
代
差

時
代
に
よ
っ
て
読
む
人
が
異
な

る
た
め
︑
求
め
ら
れ
る
ニ
ー
ズ

が
異
な
り
︑
高
評
価
す
る
対
象

が
違
う
︒
ま
た
鎌
倉
に
は
︑
清

少
納
言
の
良
い
印
象
が
受
け
継

が
れ
︑
本
人
も
生
き
て
い
な
い

た
め
︑
評
価
が
違
う
の
で
は
な

い
か
︒

《Ⅳ群》

紫
式
部
は
︑
清
少
納
言
が
活
躍
し

た
時
代
と
同
じ
時
に
同
じ
文
学
者

と
し
て
活
躍
し
て
い
た
の
で
︑
い

わ
ゆ
る
ラ
イ
バ
ル
的
な
存
在
で
あ

っ
た
の
で
︑
こ
の
よ
う
な
評
価
を

し
た
の
だ
と
思
う
︒
ま
た
︑
紫
式

部
は
﹃
源
氏
物
語
﹄
の
よ
う
な
話

を
書
い
て
い
て
︑
清
少
納
言
の
清

純
な
感
じ
と
は
︑
逆
だ
っ
た
の
で
︑

こ
の
よ
う
な
文
を
書
い
た
︒
十
訓

抄
は
︑
成
立
が
鎌
倉
時
代
だ
っ
た

の
で
︑﹁
香
炉
峰
の
雪
﹂
の
下
り

Ｂ『十
訓
抄
﹄
は
時
代
が
鎌
倉
時
代

だ
っ
た
の
で
︑
武
士
の
時
代
だ
っ

た
こ
と
も
あ
り
︑

Ｃ単
刀
直
入
な
引

用
の
清
少
納
言
が
う
け
た
︒
ま
た
︑

後
世
に
は
印
象
的
な
こ
と
し
か
伝

わ
ら
な
い
︒
一
方
︑

Ｂ『紫
式
部
日

記
﹄
は
同
時
代
作
家
の
目
線
と
し

て
︑
清
少
納
言
を
批
評
し
て
い
る

た
め
︑
否
定
的
な
文
章
に
な
っ
て

い
る
︒
ま
た
︑
読
者
の
清
少
納
言

の
評
価
を
下
げ
た
い
た
め
に
さ
げ

す
む
よ
う
な
表
現
を
し
て
い
た
の

清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る
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と
か
を
聞
い
て
い
る
の
で
︑
漢
文

も
分
か
る
教
養
の
あ
る
人
と
思
わ

れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
︒

だ
と
思
う
︒

《Ⅴ群》

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
の
作
者
・
紫
式

部
は
清
少
納
言
と
活
躍
し
た
時
代

が
同
じ
で
︑
お
互
い
父
が
有
名
な

歌
人
で
あ
り
︑
和
漢
に
精
通
し
て

い
る
と
こ
ろ
や
︑
中
宮
に
仕
え
て

い
た
と
こ
ろ
な
ど
︑
様
々
な
共
通

点
が
あ
る
こ
と
か
ら
︑
�
人
は
ラ

イ
バ
ル
関
係
に
あ
っ
た
と
思
う
︒

↓
ラ
イ
バ
ル
視
‼

紫
式
部
自
身
も
漢
詩
に
通
じ
て
い

た
が
︑
清
少
納
言
の
こ
れ
み
よ
が

し
な
感
じ
が
鼻
に
つ
い
た
︒

﹃
十
訓
抄
﹄
は
︑
そ
れ
ほ
ど
漢
詩

に
通
じ
て
い
な
い
作
者
だ
っ
た
？

清
少
納
言
の
フ
ァ
ン
だ
っ
た
︒

ま
た
︑
�
人
の
漢
詩
に
対
す
る
考

え
方
︑
文
章
の
書
き
方
の
違
い
に

よ
る
対
立
も
あ
っ
た
︒

Ｂ『十
訓
抄
﹄

と
﹃
紫
式
部
日
記
﹄
は
書
か
れ
た

時
代
が
鎌
倉
時
代
と
平
安
時
代
で
︑

﹃
紫
式
部
日
記
﹄
は
清
少
納
言
の

生
き
て
る
時
な
の
で
様
々
な
姿
︑

評
判
も
わ
か
っ
て
い
て
︵

Ｄ作
者

が
︶
ま
た
︑

Ｂ貴
族
中
心
の
社
会
で

あ
っ
た
た
め
︑

Ｄ高
度
な
紫
式
部
の

文
章
が
好
ま
れ
た
︵
か
も
し
れ
な

い
︶︒
そ
れ
に
対
し
︑

Ｂ『十
訓
抄
﹄
は

平
安
へ
の
強
い
あ
こ
が
れ
が
あ
っ

た
時
代
だ
っ
た
の
で
︑
平
安
時
代

の
優
雅
さ
が
表
れ
て
い
る
清
少
納

言
を
評
価
し
︑
武
士
中
心
の
社
会

だ
っ
た
こ
と
か
ら
︑

Ｄ清
少
納
言
の

文
章
が
好
ま
れ
た
の
で
は
な
い
か
︒

《Ⅵ群》

十
訓
抄
は
鎌
倉
時
代
に
書
か
れ
て

お
り
︑
そ
の
当
時
の
貴
族
は
貴
族

が
国
を
支
配
し
て
い
た
平
安
時
代

を
良
い
時
代
だ
と
考
え
て
い
た
の

で
︑
平
安
時
代
の
貴
族
で
あ
る
清

少
納
言
を
評
価
し
て
︑
こ
の
頃
の

す
ば
ら
し
さ
を
表
現
し
た
か
っ
た

か
ら
︒
一
方
︑﹁
紫
式
部
日
記
﹂

は
︑
作
者
の
紫
式
部
が
天
皇
家
の

彰
子
に
仕
え
て
お
り
︑
同
じ
天
皇

家
で
あ
る
定
子
に
仕
え
て
い
た
清

少
納
言
と
は
ラ
イ
バ
ル
関
係
に
あ

っ
た
た
め
︑
清
少
納
言
の
こ
と
を

批
判
し
て
︑
自
分
の
方
が
す
ご
い

と
示
す
た
め
︒

Ｂ『十
訓
抄
﹄
は
鎌
倉
時
代
に
書
か

れ
て
い
て
︑
そ
の
当
時
は
平
安
時

代
に
あ
こ
が
れ
を
持
っ
て
お
り
︑

ま
た
直
接
的
に
清
少
納
言
の
こ
と

を
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
︑
印
象

的
な
事
柄
し
か
伝
わ
っ
て
い
な
い

た
め
に
好
意
的
に
書
か
れ
て
い

た
︒

Ａ『
紫
式
部
日
記
﹄
は
紫
式
部

と
清
少
納
言
は
お
互
い
天
皇
家
に

仕
え
て
お
り
︑
ラ
イ
バ
ル
関
係
と

な
っ
て
お
り
︑
紫
式
部
は
清
少
納

言
の
こ
と
を
直
接
知
っ
て
い
た
こ

と
と
︑

Ｃ紫
式
部
と
清
少
納
言
の
文

学
性
の
違
い
に
よ
り
批
判
的
な
こ

と
を
書
い
た
︒

お
わ
り
に

本
稿
で
は
︑
﹃
枕
草
子
﹄
や
漢
詩
を
学
ん
だ
後
︑﹃
紫
式
部
日
記
﹄
と
﹃
十
訓

抄
﹄
と
い
う
︑
正
反
対
の
清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る
こ
と
で
︑
古
典
文
学
の

世
界
へ
の
よ
り
深
い
理
解
を
目
指
し
た
実
践
を
紹
介
し
た
︒
権
威
化
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
テ
ク
ス
ト
に
も
︑
様
々
な
評
価
が
あ
り
︑
そ
の
背
景
に
は
︑
時
代
状

清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る

一
三
九



況
や
政
治
情
勢
な
ど
も
関
連
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
こ
と
が
で

き
た
︒

今
後
の
課
題
と
し
て
は
︑
次
の
よ
う
な
こ
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
︒
一

通
り
学
習
を
し
た
後
で
書
か
せ
た
課
題
六
の
記
述
で
も
︑
授
業
で
取
り
上
げ
ら

れ
た
意
見
を
羅
列
し
た
だ
け
の
も
の
が
か
な
り
見
ら
れ
た
︒
自
分
が
気
づ
か
な

か
っ
た
観
点
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
意
味
で
は
成
果
が
あ
っ
た
と
も

い
え
よ
う
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
の
関
連
性
や
質
的
な
差
に
ま
で
は
理
解
が
及

ん
で
い
な
い
生
徒
が
多
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
︒

ま
た
︑
本
実
践
で
は
︑
成
立
年
代
の
違
い
や
作
者
な
ど
が
問
題
の
中
心
に
な

っ
た
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
生
徒
か
ら
は
﹁﹃
紫
式
部
日
記
﹄
と
﹃
十
訓
抄
﹄
で

は
︑
評
価
の
観
点
が
違
う
﹂
と
い
う
︑
本
文
︵
テ
ク
ス
ト
の
内
部
︶
を
し
っ
か

り
と
読
む
こ
と
で
導
き
出
さ
れ
る
意
見
も
出
て
い
た
︒
本
文
の
読
み
に
こ
だ
わ

っ
た
議
論
も
大
変
重
要
で
あ
り
︑
今
後
は
︑
そ
の
よ
う
な
課
題
設
定
に
よ
る
授

業
も
行
っ
て
い
き
た
い
︒

注①

本
稿
で
紹
介
す
る
授
業
実
践
は
︑
二
〇
一
二
年
二
月
十
日
︵
金
︶
に
開
催
さ
れ
た

﹁
平
成
二
十
三
年
度
中
等
教
育
研
究
協
議
会
・
Ｓ
Ｓ
Ｈ
第
�
年
次
研
究
成
果
発
表
会

︵
�
期
︶﹂︵
於
・
名
古
屋
大
学
教
育
学
部
附
属
中
・
高
等
学
校
︶
に
お
け
る
公
開
授

業
を
も
と
に
し
て
い
る
︒

②

文
部
科
学
省
・
国
立
政
策
研
究
所
﹃
Ｏ
Ｅ
Ｃ
Ｄ
生
徒
の
学
習
到
達
度
調
査
～
�
�

�
�
年
調
査
国
際
結
果
の
要
約
～
﹄
︑
二
〇
一
三
年
十
二
月
︑
十
六
頁
︒
(
h
ttp
:/
/

w
w
w
.n
ie
r.g
o
.jp
/
k
o
k
u
sa
i/
p
isa
/
p
d
f/
p
isa
2
0
1
2
_
re
su
lt_
o
u
tlin
e
.p
d
f

二
〇
一

四
年
三
月
二
十
四
日
閲
覧
︶

③

藤
村
宣
之
﹃
数
学
的
・
科
学
的
リ
テ
ラ
シ
ー
の
心
理
学

子
ど
も
の
学
力
は
ど
う

高
ま
る
か
﹄
︵
二
〇
一
二
年
︑
有
斐
閣
︶︑
五
十
六
頁
︒

④

注
③
前
掲
書
︑
六
十
二
頁
︒

⑤

須
貝
千
里
﹁
授
業
を
ひ
ら
く
︿
読
み
﹀
の
可
能
性

︱
文
学
教
育
の
根
拠

︱
﹂

︵﹃
日
本
文
学
﹄
第
五
十
巻
十
二
号
︑
二
〇
〇
一
年
十
二
月
︶
な
ど
に
詳
し
い
︒

⑥

鈴
木
泰
恵
﹁
開
か
れ
た
﹃
更
級
日
記
﹄
へ

︱
テ
ク
ス
ト
論
に
よ
る
試
み
﹂︵
鈴

木
泰
恵
・
高
木
信
・
助
川
幸
逸
郎
・
黒
木
朋
興
﹃
︿
国
語
教
育
﹀
と
テ
ク
ス
ト
論
﹄

︵
二
〇
〇
九
年
︑
ひ
つ
じ
書
房
︶︶
︒

⑦

今
般
の
指
導
要
領
改
訂
に
お
い
て
も
︑
﹁
古
典
を
読
み
味
わ
い
作
品
の
価
値
に
つ

い
て
考
察
す
る
﹂
﹁
古
典
を
読
み
比
べ
︑
共
通
点
や
相
違
点
な
ど
に
つ
い
て
説
明
す

る
﹂
等
が
要
点
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
お
り
︑
本
実
践
と
も
関
連
が
深
い
︒︵﹃
高
等
学

校
学
習
指
導
要
領
解
説

国
語
編

平
成
22
年
�
月
﹄
︵
教
育
出
版
︑﹁
第
�
章

第

�
節

�

カ
古
典
Ｂ
﹂︶︑
八
頁
︶

⑧

拙
稿
﹁﹁
協
同
的
探
究
学
習
﹂
を
用
い
た
国
語
教
育

︱
中
学
校
に
お
け
る
実
践

例
﹁
説
明
文
の
読
み
比
べ
﹂
及
び
﹁
意
見
文
を
書
く
﹂

︱
﹂︵﹃
同
志
社
国
文
学
﹄

第
七
十
四
号
︑
二
〇
一
一
年
三
月
︶
な
ど
︒

⑨

柴
田
武
・
金
谷
治
ほ
か
編
﹃
高
等
学
校

古
典

古
文
編
﹇
改
訂
版
﹈﹄︵
二
〇
〇

八
年
︑
三
省
堂
︶
︒

⑩

鎌
田
正
監
修
︑
江
連
隆
・
青
木
五
郎
著
﹃
理
解
し
や
す
い
漢
文
︻
新
課
程
版
︼﹄

︵
二
〇
〇
三
年
︑
文
英
堂
)

※
教
材
の
本
文
に
は
訓
点
が
付
し
て
あ
る
が
︑
本
稿
の

引
用
で
は
省
略
し
た
︒

⑪

浅
見
和
彦
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

十
訓
抄
﹄︵
一
九
九
七
年
︑
小
学
館
︶

を
も
と
に
︑
筆
者
が
教
材
化
し
た
︒

清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る

一
四
〇



⑫

中
野
幸
一
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

紫
式
部
日
記
﹄︵
一
九
九
四
年
︑
小
学

館
︶
を
も
と
に
︑
筆
者
が
教
材
化
し
た
︒

⑬

上
原
作
和
・
廣
田
收
﹃
紫
式
部
と
和
歌
の
世
界

一
冊
で
読
む
紫
式
部
家
集

訳

注
付
﹄︵
二
〇
一
一
年
︑
武
蔵
野
書
院
︶︑
二
一
六
頁
︒
同
書
は
︑
二
〇
一
二
年
四
月

に
﹁
新
訂
版
﹂
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
付
言
し
て
お
く
︒

⑭

中
島
和
歌
子
﹁
枕
草
子
﹁
香
炉
峯
の
雪
﹂
の
段
の
受
容
を
め
ぐ
っ
て

︱
中
世
・

近
世
の
説
話
集
を
中
心
に

︱
﹂︵
神
戸
大
学
文
学
部
﹃
国
文
論
叢
﹄
第
十
八
号
︑

一
九
九
一
年
三
月
︶︒

⑮

注
⑬
前
掲
書
︒

⑯

注
⑪
前
掲
書
﹁
解
説
﹂
五
〇
六
頁
に
こ
う
あ
る
︒

従
来
︑﹃
十
訓
抄
﹄
は
何
と
な
く
︑
京
都
︑
乃
至

な

い

し

は
京
都
周
辺
で
の
成
立
と
思

わ
れ
て
き
た
が
︑
案
外
︑
そ
の
成
立
の
場
所
は
鎌
倉
に
近
い
の
で
は
な
い
か
︒

思
想
的
︑
内
容
的
に
も
“
鎌
倉
”
と
共
通
す
る
も
の
が
多
い
︵
後
略
︶

︹
付
記
︺

本
稿
は
︑
二
〇
一
二
年
七
月
一
日
︵
日
︶
に
開
催
さ
れ
た
﹁
日
本
文
学
協
会

第
三
十
二
回
研
究
発
表
大
会
﹂︵
於
・
長
野
県
短
期
大
学
︶
に
お
け
る
口
頭
発

表
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
︒
席
上
︑
ご
教
示
下
さ
っ
た
皆
様
に
御
礼
申
し
上
げ

ま
す
︒
ま
た
︑
本
実
践
を
行
う
に
際
し
て
は
︑
藤
村
宣
之
氏
よ
り
ご
助
言
を
い

た
だ
き
ま
し
た
︒
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
︒

清
少
納
言
評
を
読
み
比
べ
る

一
四
一


