
国
　

　
語

総
　
評

　

評
論
、
小
説
、
古
文
、
漢
文
に
つ
い
て
、
苦
手
な
分
野
を
作
ら
ず
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
国
語

の
力
を
伸
ば
し
て
い
き
た
い
。
高
一
の
現
時
点
で
は
、
古
文
、
漢
文
の
学
習
状
況
に
よ
っ

て
、
点
数
の
差
が
つ
き
や
す
く
、
今
回
の
模
試
で
も
そ
の
傾
向
が
見
ら
れ
た
。
古
典
で
思
う

よ
う
に
得
点
で
き
な
か
っ
た
人
は
、
ま
ず
、
単
語
の
意
味
や
文
法
事
項
、
句
形
の
知
識
な
ど

の
基
礎
を
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
よ
う
。
基
礎
固
め
が
こ
の
先
の
伸
び
に
つ
な
が
る
の
で
、

今
回
間
違
え
た
と
こ
ろ
は
き
ち
ん
と
復
習
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
。

問
題
別
講
評
・
採
点
基
準

一　

評
論

㈠　

熟
語
は
、
一
字
で
も
誤
り
を
含
ん
で
い
た
ら
不
可
。
⒝
「
ち
ょ
う
こ
く
」
を
「
ち
ょ
う

か
つ
」
と
読
む
誤
り
や
、
⒟
「
糧
」
で
誤
り
が
目
立
っ
た
。

㈡　

誤
答
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
た
。
空
欄
の
次
の
段
落
に
あ
る
「
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
の
仕
事
は

…
…
配
置
す
る
人
と
し
て
始
ま
っ
た
」
に
注
目
で
き
た
か
が
ポ
イ
ン
ト
。

㈢
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
人
は
生
ま
れ
育
っ
た
文
化
や
情
報
環
境
の
蓄
積
と
、
直
観
や
感
性
を
総
合
し
て
対
象
の

意
味
を
と
ら
え
る
た
め
、
ｂ
異
文
化
の
地
で
は
作
品
は
理
解
さ
れ
な
い
か
、
誤
解
さ
れ
る
可

能
性
が
あ
る
か
ら
〟
と
説
明
し
て

―
―
16
点

＊
ａ
・
ｂ
部
各
８
点
。

　

ｂ
に
つ
い
て
、〈
欧
米
の
神
話
を
共
有
し
て
い
な
い
地
域
で
は
、
物
語
が
機
能
し
な
い
か

ら
〉
と
い
う
方
向
の
答
案
が
多
か
っ
た
。〈
物
語
が
機
能
し
な
い
〉
か
ら
こ
そ
生
じ
る
問
題

に
つ
い
て
も
言
及
し
て
ほ
し
か
っ
た
。

㈣
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
印
象
派
絵
画
は
、
風
景
や
人
物
、
人
び
と
の
生
活
な
ど
を
テ
ー
マ
に　

ｂ
光
の
印
象
を

色
の
タ
ッ
チ
に
置
き
換
え
て
描
い
て
い
る
た
め
、
ｃ
文
化
を
共
有
し
て
い
な
く
て
も
理
解
で

き
る
か
ら
〟
と
説
明
し
て

―
―
14
点

＊
ａ
部
５
点
、
ｂ
部
４
点
、
ｃ
部
５
点
。

　
〈
印
象
派
絵
画
は
、
作
品
の
解
釈
に
お
け
る
ず
れ
が
少
な
い
か
ら
〉
と
い
う
方
向
の
解
答

が
散
見
さ
れ
た
。
こ
こ
で
は
、〈
な
ぜ
ず
れ
が
少
な
い
の
か
〉
ま
で
踏
み
込
ん
で
解
答
し
て

ほ
し
か
っ
た
。
そ
の
内
容
こ
そ
、
印
象
派
絵
画
が
世
界
中
で
愛
好
さ
れ
る
理
由
と
い
え
る
の

で
あ
る
。

㈤　

誤
答
は
ア
や
エ
が
目
立
っ
た
。
該
当
箇
所
に
戻
り
、
前
後
の
文
脈
や
、
場
合
に
よ
っ
て

は
問
題
文
全
体
の
趣
旨
を
丁
寧
に
読
み
取
っ
て
、
選
択
肢
を
吟
味
し
て
ほ
し
い
。

㈥　

問
題
文
全
体
を
対
象
と
す
る
内
容
合
致
問
題
で
あ
る
。
誤
答
は
エ
が
多
か
っ
た
が
、

キ
ュ
レ
ー
タ
ー
は
鑑
賞
者
に
「
予
備
知
識
」
を
与
え
る
存
在
で
は
な
い
。

二　

小
説

㈠　

全
体
的
に
よ
く
で
き
て
い
た
が
、
⒞
で
誤
答
が
散
見
さ
れ
た
。
語
句
の
意
味
を
イ
メ
ー

ジ
や
先
入
観
で
曖
昧
に
覚
え
て
い
る
と
、
選
択
肢
を
選
ぶ
際
に
迷
う
こ
と
に
な
る
。
辞
書
な

ど
を
活
用
し
て
、
語
義
を
し
っ
か
り
確
認
し
よ
う
。

㈡
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
水
の
戯
れ
は
、
二
年
前
に
作
ら
れ
た
パ
ヴ
ァ
ー
ヌ
よ
り
も　

ｂ
格
段
に
難
易
度
が
高

く
、
ｃ
ラ
ヴ
ェ
ル
の
作
曲
家
と
し
て
の
成
長
が
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
〟

と
説
明
し
て
―
―
12
点

＊
ａ
・
ｂ
・
ｃ
部
各
４
点
。

　
〈
パ
ヴ
ァ
ー
ヌ
と
水
の
戯
れ
は
同
じ
ラ
ヴ
ェ
ル
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
曲
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
難
し
さ
や
よ
さ
が
格
段
に
水
の
戯
れ
の
方
が
上
、
と
い
う
こ
と
〉
と
い
っ
た
方
向
の
解

答
が
散
見
さ
れ
た
。
37
行
目
「
ラ
ヴ
ェ
ル
は
水
の
戯
れ
で
急
に
成
長
し
た
」
に
着
目
し
て
、

水
の
戯
れ
で
は
ｃ
の
〈
作
曲
家
と
し
て
の
ラ
ヴ
ェ
ル
の
成
長
を
感
じ
た
こ
と
〉
ま
で
含
め
て

説
明
し
て
ほ
し
い
。

第
一
回　

高
一



㈢
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
自
分
は
ピ
ア
ノ
が
上
手
く
な
い
こ
と
を
認
め
、
ｂ
自
分
の
実
力
を
離
れ
て
作
曲
し
よ
う

と
割
り
切
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ｃ
作
曲
家
と
し
て
飛
躍
し
た
こ
と
〟
と
説
明
し
て
―
―
12
点

＊
ａ
部
４
点
・
ｂ
部
５
点
・
ｃ
部
３
点
。

　
〈
ラ
ヴ
ェ
ル
は
自
由
な
作
曲
を
し
た
〉
と
い
っ
た
言
及
に
と
ど
ま
り
、〈
作
曲
家
と
し
て
飛

躍
し
た
〉
ま
で
踏
み
込
め
て
い
な
い
解
答
が
目
立
っ
た
。
傍
線
部
周
辺
に
ま
で
目
を
配
っ

て
、
70
行
目
の
「
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
納
得
で
き
な
い
ほ
ど
の
ラ
ヴ
ェ
ル
の
飛
躍
」
と
い
う

記
述
に
も
着
目
す
る
こ
と
が
大
切
。

　
㈣　

誤
答
は
ア
や
エ
が
目
立
っ
た
。
と
く
に
、
エ
の
「
さ
わ
に
も
新
た
な
道
を
提
示
で
き
る

だ
ろ
う
と
確
信
し
た
」
と
い
っ
た
も
っ
と
も
ら
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
見
す
る
と
選
び

た
く
な
る
が
、
こ
う
い
っ
た
選
択
肢
こ
そ
、
文
中
の
記
述
と
慎
重
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
必
要

が
あ
る
。

㈤　

⑷
は
よ
く
で
き
て
い
た
が
、
⑸
で
エ
の
誤
答
が
散
見
さ
れ
た
。「
特
別
な
音
楽
の
才
能

を
も
つ
こ
ど
も
に
対
し
て
は
」
と
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
誤
り
、
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て

ほ
し
か
っ
た
。

㈥　

誤
答
は
エ
が
散
見
さ
れ
た
。
問
題
文
の
描
写
が
、
さ
わ
と
先
生
、
ど
ち
ら
の
視
点
で
描

か
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
注
意
深
く
追
っ
て
ほ
し
い
。

三　

古
文

㈠　

活
用
語
を
抜
き
出
す
と
こ
ろ
ま
で
は
よ
く
で
き
て
い
た
が
、「
ん
ず
」「
ら
め
」
の
こ
こ

で
の
活
用
形
を
選
ぶ
と
こ
ろ
で
誤
答
が
目
立
っ
た
。
助
動
詞
の
接
続
や
係
り
結
び
な
ど
、
細

か
い
点
に
も
目
を
配
ろ
う
。

㈡　

⒳
・
⒵
は
よ
く
で
き
て
い
た
が
、
⒴
で
オ
の
誤
答
が
目
立
っ
た
。
一
見
当
て
は
ま
り
そ

う
だ
が
、
文
中
に
〈
申
し
上
げ
る
〉
主
体
が
明
示
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
気
づ
い
て
ほ

し
か
っ
た
。

㈢　
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
六
代
の
、
ｂ
自
分
を
源
氏
方
に
引
き
渡
せ
と
言
い
、
ｃ
し
ば
ら
く
し
た
ら
帰
る
と
ｄ
母

を
な
ぐ
さ
め
る
様
子
〟
と
説
明
し
て

―
―
10
点

＊
ａ
・
ｃ
部
各
２
点
、
ｂ
・
ｄ
部
各
３
点
。

　
〈
噓
を
つ
い
て
〉
と
い
っ
た
言
及
に
と
ど
ま
り
、〈「
し
ば
ら
く
し
た
ら
帰
る
」
と
言
っ
て

い
る
〉
ま
で
踏
み
込
め
て
い
な
い
解
答
が
目
立
っ
た
。
制
限
字
数
を
踏
ま
え
て
、
こ
こ
ま
で

具
体
的
に
説
明
し
た
ほ
う
が
よ
い
、
と
判
断
し
て
解
答
を
作
成
す
る
こ
と
。

㈣　
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
い
つ
ま
で
も
六
代
を
源
氏
方
に
渡
さ
な
い
ま
ま
で　

ｂ
い
ら
れ
る
こ
と
で
は
な
い
の

で
〟
と
訳
し
て

―
―
10
点

＊
ａ
・
ｂ
部
各
５
点
。

　
「
さ
て
も
」
の
内
容
が
抜
け
て
い
る
解
答
や
、〈
若
君
が
引
き
渡
さ
れ
る
こ
と
〉
に
と
ど

ま
っ
て
い
る
解
答
が
目
立
っ
た
。
リ
ー
ド
文
に
着
目
し
、〈
源
氏
方
へ
の
引
き
渡
し
に
応
じ

て
い
な
い
状
態
〉
を
明
確
に
し
よ
う
。

㈤　

よ
く
で
き
て
い
た
。
内
容
と
表
現
を
問
う
問
題
で
は
、
文
中
の
内
容
だ
け
で
な
く
、
表

現
の
意
図
も
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。

㈥　

出
来
が
よ
く
な
か
っ
た
。
誤
答
は
各
選
択
肢
に
分
散
し
て
い
た
の
で
、
問
題
文
と
選
択

肢
の
内
容
と
の
つ
き
あ
わ
せ
を
丁
寧
に
す
る
こ
と
を
意
識
し
よ
う
。

四　

漢
文

㈠　

よ
く
で
き
て
い
た
。

　

今
回
は
送
り
仮
名
を
付
し
て
ヒ
ン
ト
と
し
た
が
、
大
学
入
試
で
は
送
り
仮
名
な
し
で
問
わ

れ
る
こ
と
も
多
い
。
間
違
え
た
人
は
、
こ
の
機
会
に
、
送
り
仮
名
も
含
め
た
形
で
覚
え
て
お

こ
う
。



㈡　

単
純
な
問
い
に
見
え
て
、
実
は
㈥
と
同
じ
く
、
全
体
読
解
問
題
で
あ
る
。

　
「
寡
君
」「
寡
人
」
と
い
う
語
自
体
も
、
一
つ
の
ヒ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
語

は
、
漢
文
で
は
よ
く
登
場
す
る
の
で
、
用
法
を
知
ら
な
か
っ
た
人
は
、
解
説
を
読
ん
で
理
解

し
て
お
こ
う
。

㈢　
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
二
度
と
は　

ｂ
戻
ら
な
か
っ
た
〟
と
訳
し
て

―
―
５
点

＊
ａ
部
３
点
、
ｂ
部
２
点
。

　

問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
部
分
否
定
の
句
形
だ
と
見
抜
く
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
日

本
語
と
し
て
は
や
や
こ
な
れ
な
い
表
現
だ
と
感
じ
た
と
し
て
も
、
採
点
者
に
「
部
分
否
定
だ

と
理
解
し
て
い
る
」
と
伝
わ
る
よ
う
に
訳
し
た
い
。

㈣　
〔
採
点
基
準
〕

〝
ｃ
不
二　
ａ
敢　

ｂ
愛
レ　

身　
ｃ
逃
一レ　

死
〟
と
返
り
点
を
つ
け
て

―
―
５
点

　

＊
ａ
部
１
点
、
ｂ
部
・
ｃ
部
各
２
点
。

　

ご
く
ご
く
基
礎
的
な
力
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
正
解
で
き
な
か
っ
た
人
は
、
漢
文
の
基
本

に
立
ち
返
る
必
要
が
あ
る
。

㈤　
〔
採
点
基
準
〕

〝
ａ
主
君
の
使
者
に
な
り
な
が
ら
、
ｂ
そ
の
贈
り
物
を
軽
ん
じ
て
お
い
て
、
ｃ
諸
侯
の
土
地

を
も
ら
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
〟
と
押
さ
え
て

―
―
10
点

＊
ａ
部
・
ｂ
部
各
３
点
、
ｃ
部
４
点
。

　

類
似
の
表
現
が
送
り
仮
名
つ
き
で
出
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
反
語
の
句
形
で
あ
る
こ

と
は
見
抜
い
て
ほ
し
か
っ
た
。

㈥　

問
題
文
を
細
部
に
わ
た
っ
て
正
し
く
読
め
て
い
た
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。
正
答
で
き
た

場
合
で
も
、
ど
の
よ
う
な
思
考
プ
ロ
セ
ス
で
選
択
肢
を
選
ん
だ
の
か
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
に
誤

り
は
な
か
っ
た
か
、
振
り
返
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
。



第
二
回 

高
一
国
語 

総

評

 

高
一
の
現
時
点
で
は
、
古
文
、
漢
文
の
学
習
状
況
に
よ
っ

て
、
点
数
の
差
が
つ
き
や
す
く
、
今
回
の
模
試
で
も
そ
の
傾

向
が
見
ら
れ
た
。 

問
題
別
講
評
・
採
点
基
準 

一

評
論 

(一)

熟
語
は
、
一
字
で
も
誤
り
を
含
ん
で
い
た
ら
不
可
。 

(e)
「
精
緻
」
の
誤
り
が
目
立
っ
た
。 

(二)

（オ）
と
す
る
誤
答
が
多
か
っ
た
。
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ

と
自
体
は
間
違
っ
て
は
い
な
い
が
、こ
こ
は「
反
証
可
能
性
」

が
話
題
と
な
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
。 

(三)

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
並
立
し
な
い
二
つ
の
仮
説
を
検
証
す
る
科
学
は
、
ｂ
意

見
の
相
違
が
調
整
さ
れ
る
日
常
の
場
と
は
異
な
り
、
ｃ
両
者

の
中
間
の
仮
説
を
認
め
な
い
〟
と
説
明
し
て 

 

―
―
10
点

＊
ａ
４
点
、
ｂ
４
点
、
ｃ
２
点
。 

 

ｂ
ｃ
の
要
素
は
押
さ
え
て
い
る
が
、
ａ
を
欠
く
答
案
が
目

立
っ
た
。
傍
線
部
の
よ
う
に
言
え
る
前
提
と
し
て
、
科
学
自

体
に
内
在
す
る
要
素
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。 

(四)

（イ）
と
す
る
誤
答
が
多
か
っ
た
。
こ
の
選
択
肢
は
ラ
カ

ト
シ
ュ
・
イ
ム
レ
の
批
判
を
踏
ま
え
た
も
の
だ
が
、
傍
線
部

は
さ
ら
に
そ
の
先
、
ク
ー
ン
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
論
を
受
け
た
も

の
で
あ
る
。 

(五)

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
仮
説
を
論
理
的
で
再
現
可
能
な
実
験
に
よ
っ
て
証
明
す

る
こ
と
と
反
証
可
能
性
を
存
立
条
件
と
し
つ
つ
、
ｂ
そ
の
時

代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
身
に
つ
け
た 

ｃ
研
究
者
が
、
自
ら
の

目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
行
っ
て
い
る
〟

と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

―
―
14
点

＊
ａ
８
点
、
ｂ
２
点
、
ｃ
４
点
。 

傍
線
部
の
前
の
段
落
に
あ
る
「
結
果
と
し
て
の
科
学
で
は

な
く
、
結
果
を
得
る
た
め
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
科
学
」
と

い
う
記
述
に
依
拠
し
、
そ
こ
に
肉
付
け
し
て
解
答
欄
を
埋
め

た
答
案
が
多
か
っ
た
。
確
か
に
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
ポ
イ

ン
ト
で
は
あ
る
の
だ
が
、そ
こ
だ
け
に
終
始
し
て
し
ま
う
と
、

「
現
代
に
お
け
る
『
科
学
』
の
定
義
と
問
題
文
全
体
の
論
旨

も
踏
ま
え
て
」
と
い
う
設
問
の
指
示
に
応
え
て
い
な
い
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。
筆
者
は
「
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、
従

来
、
科
学
史
、
科
学
哲
学
で
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
『
科

学
』
の
定
義
と
は
大
い
に
異
な
る
も
の
で
し
ょ
う
」
と
述
べ

て
は
い
る
が
、
し
か
し
実
際
に
研
究
を
行
う
際
は
、
筆
者
自

身
も
現
代
科
学
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
内
で
そ
の
ル
ー
ル
に
従
っ
て

い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。 

(六)

誤
答
と
し
て
は
（カ）
が
目
立
っ
た
。 

二

小
説 

(一)

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
自
分
も
出
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
か
っ
た
重
い
奥
伝
に
新

関
が
父
と
一
緒
に
出
る
と
聞
き
、
ｂ
新
関
が
自
分
よ
り
も
父

に
近
い
立
場
に
い
る
と
感
じ
た
〟
と
説
明
し
て 

―
―
12
点

＊
ａ
７
点
、
ｂ
５
点
。 

 

ａ
の
要
素
の
み
を
書
い
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
傍
線
部
直

前
の
「
父
と
自
分
の
距
離
、
そ
し
て
新
関
と
父
の
距
離
を
感

じ
た
」
と
い
う
記
述
か
ら
、
父
と
新
関
、
父
と
自
分
の
距
離

に
つ
い
て
邦
枝
が
ど
う
感
じ
た
の
か
も
説
明
に
含
め
た
い
。 

(二)

こ
れ
は
非
常
に
よ
く
で
き
て
い
た
。 

 

(三)

（ウ）
と
す
る
誤
答
が
目
立
っ
た
。 

(四)

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
微
妙
な
音
程
の
ず
れ
を
感
じ
取
れ
る
の
は
娘
だ
け
だ
と

思
い
至
り
、
ｂ
琴
柱
を
直
し
た
の
は
邦
枝
に
違
い
な
い
と 

ｃ
気
づ
い
た
〟
と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 
 

 

―
―
10
点

＊
ａ
５
点
、
ｂ
４
点
、
ｃ
１
点
。 

 

設
問
文
が
「
寿
久
が
『
は
っ
と
息
を
呑
ん
だ
』
の
は
な
ぜ

か
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
た
い
。
こ
れ
は
す
な
わ

ち
、
解
答
と
し
て
、
寿
久
の
頭
の
中
に
あ
る
こ
と
の
説
明
を

求
め
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

邦
枝
の
頭
の
中
に
あ
る
こ
と
ま
で
盛
り
込
も
う
と
す
る
と
、

結
果
と
し
て
字
数
が
足
り
な
く
な
り
、
必
要
な
要
素
を
落
と

し
て
し
ま
う
。
設
問
が
求
め
て
い
る
こ
と
の
み
を
ま
と
め
ら

れ
て
い
た
か
、
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。 

(五)

こ
れ
は
よ
く
で
き
て
い
た
。 

(六)

（イ）
を
選
ぶ
誤
答
が
多
か
っ
た
。
も
っ
と
も
ら
し
い
選



 

択
肢
に
惑
わ
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。  

 

三 

古
文 

(一) 

ま
ず
は
動
詞
を
正
し
く
抜
き
出
せ
な
い
と
、
活
用
の
種

類
も
活
用
形
も
正
し
く
答
え
ら
れ
な
い
。
間
違
え
た
人
は
、

こ
の
、
動
詞
を
正
し
く
抜
き
出
す
と
い
う
段
階
で
つ
ま
ず
い

て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

(二) 

い
ず
れ
も
基
本
か
つ
重
要
古
語
で
あ
る
。
動
詞
な
の
に

名
詞
の
形
で
答
え
た
り
、
逆
に
名
詞
な
の
に
動
詞
の
形
で
答

え
た
り
と
い
っ
た
、
細
か
な
ミ
ス
が
目
立
っ
た
。
そ
ん
な
と

こ
ろ
で
減
点
さ
れ
る
の
は
も
っ
た
い
な
い
。
注
意
し
よ
う
。 

 

(三) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
隠
瑜
と
死
別
し
た
娘
の
悲
し
み
が
、
ｂ
郭
奕
と
の
結
婚

に
よ
り 

ｃ
少
し
で
も
い
や
さ
れ
る
こ
と
を
望
む
〟
と
説
明

し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
10
点 

＊
ａ
４
点
、
ｂ
３
点
、
ｃ
３
点
。 

 

妻
を
亡
く
し
た
郭
奕
を
か
わ
い
そ
う
に
思
っ
て
、
と
い
う

方
向
で
解
釈
し
て
い
る
も
の
が
あ
っ
た
。
郭
奕
へ
の
同
情
も

ま
っ
た
く
な
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
は
や
は
り
、

娘
に
と
っ
て
よ
か
れ
と
思
っ
て
や
っ
た
こ
と
、
と
解
釈
す
る

の
が
妥
当
で
あ
る
。 

 

(四) 

間
違
え
た
人
は
、
抜
き
出
し
た
部
分
を
現
代
語
訳
し
て

み
て
、
解
答
と
し
て
妥
当
か
ど
う
か
確
認
し
て
お
い
て
ほ
し

い
。
た
と
え
ば
、
最
後
の
四
字
を
「
こ
と
わ
り
な
け
れ
ば
」

の
「
な
け
れ
ば
」
で
は
な
く
「
こ
と
わ
り
」
と
し
て
し
ま
う

と
、
傍
線
部
の
説
明
に
は
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

 

(五)

（ⅰ） 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
親
の
言
い
つ
け
ど
お
り 

ｂ
郭
奕
と
結
婚
し 

ｃ
た
と

し
て
も
〟
と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

―
―
６
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
３
点
、
ｃ
１
点
。 

ｃ
の
「
ぬ
と
も
」
に
ま
で
配
慮
し
て
説
明
し
て
ほ
し
い
。 

（ⅱ） 

〔
採
点
基
準
〕 

「
ａ
古
き
契
り
を 

ｂ
（
私
は
） 

ｃ
い
か
で
忘
れ
ん
」
を 

〝
ａ
前
の
夫
と
の
夫
婦
の
契
り
を 

ｂ
私
は 

ｃ
ど
う
し
て

忘
れ
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
〟
と
訳
し
て 

―
―
８
点 

＊
ａ
４
点
、
ｂ
１
点
、
ｃ
３
点
。 

「
い
か
で
忘
れ
ん
」
は
反
語
だ
が
、
こ
こ
を
「
ど
う
に
か
し

て
忘
れ
よ
う
」
と
解
釈
す
る
誤
答
が
散
見
さ
れ
た
。 

 

(六) 

こ
れ
は
比
較
的
よ
く
で
き
て
い
た
。 

 

四 
漢
文 

(一) 

い
ず
れ
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
間
違
え
た
人
は
、

こ
の
機
会
に
覚
え
て
お
く
よ
う
に
。 

 

(二) 

こ
こ
で
間
違
え
た
人
は
、
本
文
全
体
の
大
き
な
流
れ
を

と
ら
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
人
物
関
係
を
押

さ
え
る
こ
と
は
、
読
解
の
基
本
中
の
基
本
で
あ
る
。 

 

(三)

（ⅰ）
〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
遊
び
て 

ｂ
時
を
量
ら
ず
し
て 
ｃ
君
の
得
る
所
と
為

る
（
と
）
〟
と
書
き
下
し
て 

 
 
 
 
 
 
 

―
―
４
点 

＊
ａ
１
点
、
ｂ
１
点
、
ｃ
２
点
。 

（ⅱ） 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
遊
ん
で
い
て
時
の
経
つ
の
を
忘
れ
た
の
で 

ｂ
あ
な
た

に
捕
ら
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
〟
と
訳
し
て 

 
 

―
―
４
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
２
点
。 

 

書
き
下
し
・
口
語
訳
と
も
正
し
く
で
き
た
人
は
少
な
い
。 

 

(四)
・
(五)
・
(七) 

こ
れ
ら
も
、
や
や
残
念
な
結
果
で
あ
っ
た
。 

 

(六)

（ⅰ） 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
禍 

ｂ
将
に 

ｃ
汝
に 

ｄ
及
ば
ん
と
す
（
と
）
〟
と

書
き
下
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

―
―
４
点 

＊
ａ
１
点
、
ｂ
１
点
、
ｃ
１
点 

ｄ
１
点
。 

（ⅱ） 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
桑
樹
が 

ｂ
薪
に
さ
れ
る
こ
と
〟
と
説
明
し
て ―

―
６
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
４
点
。 

 

白
答
が
相
当
数
あ
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。 



 

 

第
三
回 

高
一
国
語 

   

総 

評 

 

評
論
、
小
説
、
古
文
、
漢
文
に
つ
い
て
、
苦
手
な
分
野
を

作
ら
ず
、バ
ラ
ン
ス
よ
く
国
語
の
力
を
伸
ば
し
て
い
き
た
い
。

高
一
の
現
時
点
で
は
、古
文
、漢
文
の
学
習
状
況
に
よ
っ
て
、

点
数
の
差
が
つ
き
や
す
く
、
今
回
の
模
試
で
も
そ
の
傾
向
が

見
ら
れ
た
。古
典
で
思
う
よ
う
に
得
点
で
き
な
か
っ
た
人
は
、

ま
ず
、
単
語
の
意
味
や
文
法
事
項
、
句
形
の
知
識
な
ど
の
基

礎
を
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
よ
う
。
基
礎
固
め
が
こ
の
先
の

伸
び
に
つ
な
が
る
の
で
、
今
回
間
違
え
た
と
こ
ろ
は
き
ち
ん

と
復
習
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
。 

 

問
題
別
講
評
・
採
点
基
準 

一 

評
論 

(一) 

熟
語
は
、
一
字
で
も
誤
り
を
含
ん
で
い
た
ら
不
可
。 

 

(e)
「
完
璧
」
の
「
璧
」
を
「
壁
」
と
す
る
誤
り
が
非
常

に
多
か
っ
た
。 

 

(二) 

こ
れ
は
易
し
か
っ
た
よ
う
だ
。
よ
く
出
来
て
い
る
。 

 

(三) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
商
品
の
選
択
の
基
準
に
対
す
る
こ
だ
わ
り
が
な
く
、
ｂ

あ
る
程
度
の
商
品
で
も
満
足
で
き
る
〟
と
説
明
し
て ―

―
10
点 

＊
ａ
６
点
、
ｂ
４
点
。 

 

ｂ
部
で
、「
購
入
し
た
商
品
に
満
足
で
き
る
」
こ
と
に
と
ど

ま
り
、
そ
の
商
品
が
「
あ
る
程
度
の
も
の
」
で
あ
っ
て
も
よ

い
こ
と
ま
で
説
明
で
き
て
い
な
い
答
案
が
多
か
っ
た
。「
最
高

の
商
品
」
を
求
め
る
マ
キ
シ
マ
イ
ザ
ー
に
対
比
さ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
こ
の
点
は
明
確
に
し
た
い
。 

 

(四) 

(エ)
と
い
う
誤
答
が
多
か
っ
た
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
の
は
専
ら
商
品
選
択
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、「
独
自
の

人
生
観
」
と
い
う
の
は
、
や
や
言
い
過
ぎ
で
あ
る
。 

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
人
々
が
、
ｂ
自
分
が
購
入
し
た
も
の
よ
り
も
良
い
商
品

が
あ
っ
た
と
い
う
後
悔
に
耐
え
つ
つ
も
、
ｃ
企
業
の
提
供
す

る
画
一
的
な
文
化
に
満
足
せ
ず
、
ｄ
よ
り
良
い
生
活
を
求
め

て
自
由
に
商
品
を
探
そ
う
と
す
る
社
会
〟
と
説
明
し
て 

―
―
14
点 

＊
ａ
１
点
、
ｂ
４
点
、
ｃ
４
点
、
ｄ
５
点
。 

「
人
々
が
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
イ
サ
ー
で
は
な
く
マ
キ
シ
マ
イ
ザ

ー
と
し
て
行
動
す
る
社
会
」で
は
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
し
、

字
数
も
大
幅
に
足
り
な
い
。
そ
こ
で
そ
れ
ぞ
れ
に
説
明
を
加

え
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、「
サ
テ
ィ
ス
フ
ァ
イ
サ
ー
」
に
関
す

る
説
明
は
こ
こ
で
は
必
要
な
い
こ
と
に
気
づ
い
て
ほ
し
い
。

こ
れ
を
盛
り
込
ん
で
し
ま
っ
た
た
め
に
、
必
要
な
要
素
を
落

と
し
て
し
ま
っ
た
答
案
が
多
か
っ
た
。 

 

(六) 

問
題
文
全
体
が
対
象
と
な
る
内
容
合
致
問
題
で
、
選
択

肢
が
三
行
と
長
く
、
問
題
文
の
該
当
箇
所
と
比
較
し
て
丁
寧

に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
誤
答
と
し
て
は
(ア)
が
目
立
っ
た
。

解
説
を
よ
く
読
ん
で
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

二 

小
説 

(一) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
着
物
に
着
が
え
た
心
地
よ
さ
か
ら
、
思
わ
ず
普
段
と
同

じ
よ
う
に
ふ
る
ま
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
、
自
分
が
ｂ
母
の

死
に
悲
し
み
を
感
じ
て
い
な
い
こ
と
を 

ｃ
兄
達
に
気
づ
か

れ
た
の
で
は
な
い
か
と
恐
れ
た
か
ら
〟
と
説
明
し
て ―

―
12
点 

＊
ａ
５
点
、
ｂ
３
点
、
ｃ
４
点
。 

 

大
枠
は
捉
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
。
中
に
は
、

傍
線
部
直
後
の
一
文
、「
…
…
不
覚
に
も
習
癖
を
動
作
さ
せ
た

の
だ
。」ま
で
の
内
容
で
答
案
を
作
っ
て
い
る
も
の
も
あ
っ
た

が
、
さ
ら
に
次
の
一
文
も
押
さ
え
る
必
要
が
あ
る
。 

 

 (二) 
 

よ
く
出
来
て
い
る
。 

 

(三)  

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
あ
え
て
誤
解
を
招
く
言
い
方
を
す
る
こ
と
で
、
自
分
が

ｂ
母
の
死
に
衝
撃
を
受
け
、
食
欲
を
な
く
し
て
い
る
と 

ｃ

兄
に
思
わ
せ
る
こ
と
〟
と
説
明
し
て 

 
 
 

―
―
10
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
６
点
、
ｃ
２
点
。 

「
い
え
、
い
い
ん
で
す
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
、
す
な
わ
ち

ａ
部
を
押
さ
え
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
。 

 

(四) 

よ
く
出
来
て
い
る
。 

 

(五) 

(イ)

(ウ)
と
い
う
誤
答
が
目
立
っ
た
。「
母
に
対
す
る
感

謝
の
念
」「
母
が
様
々
な
も
の
か
ら
守
っ
て
く
れ
て
い
た
」
と

い
う
の
は
、
母
を
亡
く
し
た
と
き
に
湧
い
て
き
そ
う
な
思
い

で
は
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
一
般
的
に
、
と
い
う
こ
と
で



 

 

あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
問
題
文
に
即
し
て
考
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

(六) 

(イ)
と
い
う
誤
答
が
散
見
さ
れ
た
。「『
僕
』
の
姿
」
に

「
批
判
的
」
な
感
情
を
持
っ
た
読
者
は
い
る
だ
ろ
う
が
、
作

者
が
「
批
判
的
に
」
描
い
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。 

 

三 

古
文 

(一) 

ま
ず
は
動
詞
を
正
し
く
抜
き
出
せ
た
か
ど
う
か
、
振
り

返
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
。 

 

(二) 

(z)
「
あ
な
か
し
こ
」
が
難
し
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 

 

(三) 

こ
こ
で
間
違
え
た
人
は
、
問
題
文
の
あ
ら
す
じ
を
捉
え

ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

(四) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
生
活
に
困
っ
た
者
な
ど
と
名
乗
る
の
で
、
ｂ
気
の
毒
で

あ
る
か
ら 

ｃ
少
し
で
も
差
し
上
げ
た
い
け
れ
ど
も
〟
と
訳

し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
８
点 

＊
ａ
３
点
、
ｂ
２
点
、
ｃ
３
点
。 

「
名
乗
れ
ば
」
の
「
ば
」、「
い
と
ほ
し
さ
に
」
の
「
に
」
を

正
し
く
訳
出
で
き
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。 

 

 (五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
伊
佐
の
入
道
ほ
ど
の
者
が
、ｂ
海
賊
に
遭
い
縛
ら
れ
て
、

荷
物
を
奪
わ
れ
た
と 

ｃ
言
わ
れ
る
の
は
不
名
誉
だ
か
ら
〟

と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
８
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
３
点
、
ｃ
３
点
。 

 

傍
線
部
自
体
の
解
釈
を
誤
っ
た
と
思
わ
れ
る
誤
答
が
多
か

っ
た
。
傍
線
部
の
意
味
を
正
し
く
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
、
振

り
返
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
。 

 

 (六)

 (ⅰ) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
自
分
を
伊
佐
の
入
道
だ
と
名
乗
っ
て
い
る
点
〟
と
説
明
し

て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
５
点 

＊
「
伊
佐
の
入
道
に
な
り
す
ま
し
て
い
る
」「
自
分
が
伊
佐
の

入
道
で
あ
る
」
な
ど
で
も
可
。 

＊
「
実
は
伊
佐
の
入
道
で
は
な
い
」「
実
際
は
た
だ
の
講
師
で

あ
る
」
な
ど
、
事
実
の
み
を
説
明
し
た
も
の
は
-3
点
。 

(ⅱ)  

〔
採
点
基
準
〕 

〝
兵
士
が
多
く
い
る
よ
う
に
振
る
舞
っ
て
い
る
点
〟
と
説
明

し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
５
点 

＊
「
船
に
大
勢
い
る
よ
う
に
話
し
て
い
る
」
な
ど
、〈
兵
士
〉

と
い
う
点
が
明
確
で
な
い
も
の
は
-1
点
。 

＊
「
船
に
は
兵
が
い
る
こ
と
」
な
ど
、〈
見
せ
か
け
て
い
る
〉

意
を
欠
く
も
の
は
-2
点
。 

 

(ⅰ)
で
「
多
く
の
戦
を
生
き
抜
い
た
」
と
す
る
も
の
が
あ
っ

た
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
海
賊
は
逃
げ
出
さ
な
い
だ
ろ
う
。 

 

 (七) 

誤
答
は
割
れ
て
い
る
。
正
し
く
読
め
た
人
が
少
な
か
っ

た
こ
と
の
表
れ
だ
ろ
う
。 

 

四 

漢
文 

(一) 

い
ず
れ
も
基
本
的
な
も
の
で
あ
る
。
間
違
え
た
人
は
こ

の
機
会
に
覚
え
て
お
こ
う
。 

 

(二) 

(y) 

の
出
来
が
よ
く
な
か
っ
た
。 

 

 (三)

 (ⅰ) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
奈
何
ぞ 

ｂ
廷
に
（
て
） 

ｃ
廷
尉
を
辱
む
る
（
や
）

（
と
）〟
と
書
き
下
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

―
―
４
点 

＊
ａ
１
点
、
ｂ
１
点
、
ｃ
２
点
。 

(ⅱ) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
ど
う
し
て 

ｂ
宮
廷
の
中
で 

ｃ
廷
尉
に
恥
を
か
か
せ

た 

ａ
の
か
（
と
）
〟
と
訳
し
て 

 
 
 
 
 

―
―
４
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
１
点
、
ｃ
１
点
。 

 

出
来
て
い
な
い
。
せ
め
て
「
奈
何
ぞ
」
ぐ
ら
い
は
正
し
く

押
さ
え
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。 

 

(四)  

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
自
分
の
年
齢
と
身
分
を
考
え
る
と
、
ｂ
生
き
て
い
る
う

ち
に 

ｃ
張
廷
尉
の
た
め
に
な
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
い

と
い
う
こ
と
〟
と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 
 
 

―
―
６
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
１
点
、
ｃ
３
点
。 

 

こ
れ
も
出
来
て
い
な
い
。 

 

 (五)

 (ⅰ)
「
釈
之
…
…
結
之
」
と
い
う
誤
答
が
多
い
。
釈
之
は
、

王
生
の
臣
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。 

(ⅱ) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
裁
判
の
議
決
に
あ
た
る
と
き
は
、
ｂ
い
つ
も 

ｃ
公
平

な
判
決
を
下
し
た
〟
と
訳
し
て 

 
 
 
 
 
 

―
―
６
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
１
点
、
ｃ
３
点
。 

 

(六) 

選
択
肢
に
対
語
が
並
ん
で
い
た
か
ら
か
、
Ａ
Ｂ
に
入
る

語
も
対
語
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
人
が

多
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。 



 

 

第
四
回 

高
一
国
語 

   

総 

評 

 

評
論
、
小
説
、
古
文
、
漢
文
に
つ
い
て
、
苦
手
な
分
野
を

作
ら
ず
、バ
ラ
ン
ス
よ
く
国
語
の
力
を
伸
ば
し
て
い
き
た
い
。

高
一
の
現
時
点
で
は
、古
文
、漢
文
の
学
習
状
況
に
よ
っ
て
、

点
数
の
差
が
つ
き
や
す
く
、
今
回
の
模
試
で
も
そ
の
傾
向
が

見
ら
れ
た
。古
典
で
思
う
よ
う
に
得
点
で
き
な
か
っ
た
人
は
、

ま
ず
、
単
語
の
意
味
や
文
法
事
項
、
句
形
の
知
識
な
ど
の
基

礎
を
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
よ
う
。
基
礎
固
め
が
こ
の
先
の

伸
び
に
つ
な
が
る
の
で
、
今
回
間
違
え
た
と
こ
ろ
は
き
ち
ん

と
復
習
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
。 

 

問
題
別
講
評
・
採
点
基
準 

一 

評
論 

(一) 

熟
語
は
、
一
字
で
も
誤
り
を
含
ん
で
い
た
ら
不
可
。
(b)

「
犠
牲
」
の
「
牲
」
を
誤
る
も
の
が
目
立
っ
た
。 

 

(二) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
唐
突
に
悲
惨
な
死
を
遂
げ
た
人
が 

ｂ
死
者
と
し
て
存

在
す
る
か
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
、
ｃ
そ
の
人
と
の
関
係

の
喪
失
に
耐
え
る
（
行
為
。）
〟
と
説
明
し
て 

―
―
10
点 

＊
ａ
３
点
、
ｂ
３
点
、
ｃ
４
点
。 

 

傍
線
部
直
後
の
具
体
例
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
亡
く
な
っ
た

人
」
が
自
然
な
亡
く
な
り
方
を
し
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
を

押
さ
え
た
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
遺
族
は
よ
り
こ
の
よ
う
な
行

為
へ
と
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。「
死
者
と
し
て
存
在
す
る
か
の

よ
う
に
考
え
る
」
に
と
ど
ま
る
答
案
も
多
か
っ
た
が
、
そ
の

よ
う
な
行
為
の
意
味
に
ま
で
踏
み
込
む
必
要
が
あ
る
。 

 

(三) 

こ
れ
は
よ
く
出
来
て
い
た
。 

 

(四) 

(ウ)
で
は
「
湯
灌
に
代
わ
る
も
の
」
の
意
が
表
せ
な
い
。

ま
た
(オ)
の
「
旧
弊
」
に
は
悪
い
も
の
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が

あ
る
が
、
筆
者
が
「
湯
灌
」
を
悪
い
も
の
と
と
ら
え
て
い
る

と
は
読
み
取
れ
な
い
。 

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
死
体
は 

ｂ
死
ん
だ
状
態
の
単
な
る
物
体
と
い
う
意
味

だ
が
、
ｃ
遺
体
は 

ｄ
生
前
の
人
格
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、

ｅ
そ
の
人
が
特
別
の
関
係
に
あ
っ
た
人
び
と
に
対
し
、
処
理

を
期
待
し
て
残
し
た
身
体
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
〟
と
説
明

し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
16
点 

＊
ａ
１
点
、
ｂ
５
点
、
ｃ
１
点
、
ｄ
４
点
、
ｅ
５
点
。 

 

全
く
的
外
れ
と
い
う
答
案
は
少
な
か
っ
た
。
い
か
に
重
複

し
な
い
よ
う
に
要
素
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
答
案
に
ま
と
め

あ
げ
る
か
、
と
い
う
と
こ
ろ
で
差
が
つ
い
た
よ
う
だ
。 

 

(六) 

問
題
文
の
テ
ー
マ
が
日
本
人
の
「
死
の
文
化
」
な
の
で
、

実
質
的
に
問
題
文
全
体
を
対
象
と
す
る
内
容
合
致
問
題
で
あ

る
。
選
択
肢
が
三
行
と
長
く
、
問
題
文
の
該
当
箇
所
と
比
較

し
て
丁
寧
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
誤
答
と
し
て
は
(オ)
が

目
立
っ
た
。
解
説
を
よ
く
読
ん
で
復
習
し
て
お
こ
う
。 

 

二 

小
説 

(一) 

(イ)
と
い
う
誤
答
が
目
立
っ
た
。
方
向
と
し
て
間
違
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
相
対
的
に
正
答
よ
り
は
劣
る
、

と
い
う
選
択
肢
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
、
明
ら
か
な
誤
り
は

な
い
複
数
の
選
択
肢
の
中
か
ら
最
適
な
も
の
を
選
ぶ
、
と
い

う
場
合
も
あ
る
の
で
注
意
し
よ
う
。 

 

(二) 
 

誤
答
で
は
(ウ)
が
目
立
つ
。 

 

(三) 

こ
れ
は
よ
く
出
来
て
い
た
。 

 

(四) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
長
く
生
き
ら
れ
な
く
て
も
、
ｂ
生
き
た
証
と
し
て
誰
か

の
心
の
中
に
そ
っ
と
存
在
を
残
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
満
足
だ

と
い
う
こ
と
。
〟
と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 

―
―
12
点 

＊
ａ
４
点
、
ｂ
８
点
。 

 

生
き
た
証
を
残
し
た
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
多
く
の
人

が
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
。 

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
両
親
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
奇
跡
に
感
謝
し
て
お
り
、

ｂ
両
親
を
大
切
に
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を 

ｃ
健
一
に

伝
え
た
か
っ
た
か
ら
。
〟
と
説
明
し
て 

 
 

―
―
12
点 

＊
ａ
６
点
、
ｂ
４
点
、
ｃ
２
点
。 

 

解
答
の
大
枠
は
「
何
か
を
健
一
に
伝
え
た
か
っ
た
か
ら
」

と
な
る
が
、
そ
の
伝
え
た
か
っ
た
「
何
か
」
だ
け
に
答
案
内

容
を
絞
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
を
健
一
に
伝
え
た
か
っ
た
と
ま

で
は
言
え
て
い
な
い
も
の
が
多
か
っ
た
。 

 

(六) 

(エ)
と
い
う
誤
答
が
散
見
さ
れ
た
が
、「
絶
望
」
の
前
提



 

 

と
な
る
べ
き
「
生
き
た
い
」
と
い
う
意
欲
が
英
樹
の
言
動
に

は
見
ら
れ
な
い
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。 

 

三 

古
文 

(一) 

ま
ず
は
動
詞
を
正
し
く
抜
き
出
せ
た
か
ど
う
か
、
振
り

返
っ
て
お
い
て
ほ
し
い
。 

 

(二) 

(y)
「
げ
に
」
の
誤
り
が
目
立
っ
た
。
語
義
を
知
ら
ず

文
脈
だ
け
か
ら
選
ん
だ
結
果
が
(エ)
「
先
だ
っ
て
」
だ
ろ
う
。 

 

(三) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
私
が
以
前
に
窮
楽
に
頼
ん
で
い
た
書
を 
ｂ
あ
な
た
が

持
っ
て
来
な
さ
る
な
ら
ば
、
ｃ
あ
な
た
が
窮
楽
の
子
ど
も
で

あ
る
証
拠
と
し
よ
う
〟
と
訳
し
て 

 
 
 
 

―
―
８
点 

＊
ａ
３
点
、
ｂ
２
点
、
ｃ
３
点
。 

 

「
こ
れ
」
と
は
何
か
、「
携
へ
」
る
の
は
誰
か
、
何
の
「
証
」

と
な
る
の
か
を
説
明
し
た
う
え
で
口
語
訳
す
る
。
説
明
に
意

識
が
行
っ
て
し
ま
っ
た
せ
い
か
、「
給
ふ
」
や
「
べ
し
」
の
訳

が
お
ろ
そ
か
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
目
立
つ
。 

 

(四) 

傍
線
部
の
「
心
を
隔
て
」
と
い
う
表
現
に
引
き
ず
ら
れ

て
し
ま
っ
た
せ
い
か
、
(ウ)
と
い
う
誤
答
が
目
立
っ
た
。 

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
下
血
で
汚
れ
た 

ｂ
父
の
寝
床
を 

ｃ
き
れ
い
に
す
る

の
を 

ｄ
汚
ら
し
い
（
と
思
う
こ
と
。）
〟
と
説
明
し
て 

―
―
６
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
２
点
、
ｃ
１
点
、
ｄ
１
点
。 

 

「
汝
も
ま
た
同
じ
と
は
い
へ
ど
」
ま
で
反
映
さ
せ
よ
う
と

す
る
と
、
字
数
が
足
り
な
く
な
る
。
ポ
イ
ン
ト
を
絞
り
込
ん

で
解
答
を
作
成
し
よ
う
。 

 

(六)
Ａ 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
父
へ
の 

ｂ
世
話
や
病
気
の
看
病
の
様
子
〟
と
説
明
し

て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
５
点 

＊
ａ
１
点
、
ｂ
４
点
。 

Ｂ 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
久
兵
衛
の
父
へ
の 

ｂ
親
孝
行
ぶ
り
全
体
〟
と
説
明
し

て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
５
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
３
点
。 

 

「
こ
れ
ら
」
に
第
一
段
落
の
内
容
も
含
ま
れ
る
と
解
釈
し

て
し
ま
っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
。 

 

(七) 

誤
答
は
割
れ
て
い
る
。
正
し
く
読
め
た
人
が
少
な
か
っ

た
こ
と
の
表
れ
だ
ろ
う
。 

 

四 
漢
文 

(一) 

思
っ
た
よ
り
出
来
が
悪
か
っ
た
。
い
ず
れ
も
よ
く
問
わ

れ
る
も
の
で
あ
る
。
間
違
え
た
人
は
、
こ
の
機
会
に
覚
え
て

お
こ
う
。 

 

(二) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
公
乗
不
仁
を
し
て 

ｂ
觴
政
た
ら
（
を
為
さ
） 

ｃ
し

む
〟
と
書
き
下
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

―
―
６
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
３
点
、
ｃ
１
点
。 

「
為
」
は
動
詞
・
助
動
詞
い
ず
れ
の
読
み
も
可
と
し
た
。 

 

(三) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
文
侯
は 

ｂ
飲
ん
だ
け
れ
ど
も 

ｃ
盃
一
杯
全
部
は 

ｄ
飲
み
干
さ
な
か
っ
た
〟
と
訳
し
て 

 
 
 

―
―
６
点 

＊
ａ
１
点
、
ｂ
２
点
、
ｃ
２
点
、
ｄ
１
点 

 

「
文
侯
は
飲
ん
で
飲
み
干
さ
な
か
っ
た
」
と
い
う
答
案
が

あ
っ
た
。「
尽
」
以
外
の
わ
か
る
と
こ
ろ
を
訳
そ
う
、
と
い
う

こ
と
だ
ろ
う
が
、「
飲
ん
で
飲
み
干
さ
な
か
っ
た
」
は
日
本
語

と
し
て
つ
な
が
り
が
悪
い
こ
と
に
気
づ
き
た
い
。 

 

(四)

(ⅰ) 

(イ)
と
い
う
誤
答
が
目
立
っ
た
。
逆
に
言
え
ば
ど
う

な
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
、
傍
線
部
に
続
く
部
分
も
あ
わ
せ

て
考
え
る
。 

(ⅱ) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
自
分
で
ル
ー
ル
を
決
め
、
ｂ
家
臣
た
ち
が
問
題
な
く
受

け
て
い
る
罰
杯
は 

ｃ
文
侯
も
受
け
る
べ
き
だ
〟
と
説
明
し

て 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
10
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
５
点
、
ｃ
３
点
。 

 

こ
れ
は
難
し
か
っ
た
よ
う
で
、
方
向
違
い
の
答
案
が
多
々

見
ら
れ
た
。 

 

(五) 
 

誤
答
で
は
(ウ)
が
目
立
っ
た
が
、
君
主
が
臣
下
に
対
し

て
「
承
」
る
こ
と
は
な
い
。 



 

第
五
回 

高
一
国
語 

   

総 

評 

 

評
論
、
小
説
、
古
文
、
漢
文
に
つ
い
て
、
苦
手
な
分
野
を

作
ら
ず
、バ
ラ
ン
ス
よ
く
国
語
の
力
を
伸
ば
し
て
い
き
た
い
。

高
一
の
現
時
点
で
は
、古
文
、漢
文
の
学
習
状
況
に
よ
っ
て
、

点
数
の
差
が
つ
き
や
す
く
、
今
回
の
模
試
で
も
そ
の
傾
向
が

見
ら
れ
た
。古
典
で
思
う
よ
う
に
得
点
で
き
な
か
っ
た
人
は
、

ま
ず
、
単
語
の
意
味
や
文
法
事
項
、
句
形
の
知
識
な
ど
の
基

礎
を
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
よ
う
。
基
礎
固
め
が
こ
の
先
の

伸
び
に
つ
な
が
る
の
で
、
今
回
間
違
え
た
と
こ
ろ
は
き
ち
ん

と
復
習
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
。 

 

問
題
別
講
評
・
採
点
基
準 

一 

評
論 

(一) 

熟
語
は
、
一
字
で
も
誤
り
を
含
ん
で
い
た
ら
不
可
。
(b)

「
援
用
」
の
「
援
」、
(d)
「
還
元
」
の
「
還
」、
(e)
「
疾
患
」

の
「
疾
」
に
誤
り
が
目
立
っ
た
。 

 

(二) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
童
謡
・
唱
歌
の
歌
詞
の
舞
台
を
状
況
証
拠
か
ら
具
象
化

す
る
試
み
は
、
ｂ
ほ
ぼ
推
論
で
し
か
な
い
か
ら
。
〟
と
説
明

し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
10
点 

＊
ａ
７
点
、
ｂ
３
点
。 

 

ま
ず
は
、
傍
線
部
の
「
そ
の
説
明
」
の
指
示
内
容
を
〈
童

謡
（
唱
歌
）
の
舞
台
を
状
況
証
拠
か
ら
具
象
化
す
る
試
み
〉

と
お
さ
え
、
具
象
化
す
る
も
の
を
〈
童
謡
（
唱
歌
）
の
舞
台

（
風
景
や
人
・
場
所
）〉
な
ど
と
わ
か
り
や
す
く
説
明
で
き
て

い
た
か
ど
う
か
。
次
に
「
そ
の
説
明
」
が
「
脆
弱
」
と
な
る

理
由
を
述
べ
れ
ば
よ
い
が
、「
童
謡
や
唱
歌
は
抽
象
的
だ
か
ら
」

と
い
う
趣
旨
の
説
明
は
、
そ
れ
に
は
あ
た
ら
な
い
。 

 

(三) 

誤
答
で
は
(イ)
が
目
立
っ
て
い
た
。
選
択
肢
前
半
が
問

題
文
の
論
旨
と
は
異
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
こ
う
。 

 

(四) 

誤
答
は
分
散
し
て
い
た
。
選
択
肢
そ
れ
ぞ
れ
の
意
味
が

理
解
で
き
て
い
た
か
、
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。  

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
「
心
の
ふ
る
さ
と
」
と
は
、
ｂ
無
意
識
の
う
ち
に
自
分

は
日
本
人
で
あ
る
と
自
明
視
す
る
こ
と
で
童
謡
・
唱
歌
に
覚

え
る
郷
愁
で
は
あ
る
が
、
ｃ
そ
の
感
覚
は
個
人
の
体
験
に
準

拠
し
な
い
集
合
的
な
も
の
で
あ
り
、虚
構
に
す
ぎ
な
い
か
ら
。

〟
と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
16
点 

＊
ａ
１
点
、
ｂ
７
点
、
ｃ
８
点
。 

「
心
の
ふ
る
さ
と
」
と
は
〈
童
謡
・
唱
歌
か
ら
感
じ
取
る

ノ
ス
タ
ル
ジ
ア
〉
で
〈
無
意
識
に
日
本
人
と
自
明
視
す
る
こ

と
で
〉
感
じ
取
っ
て
い
る
も
の
。
そ
れ
が
〈
個
人
的
な
体
験

で
は
な
く
集
合
的
な
も
の
〉
で
〈
虚
構
で
あ
る
こ
と
〉
を
と

ら
え
て
説
明
す
る
。
前
者
あ
る
い
は
後
者
の
説
明
に
偏
っ
て

し
ま
っ
て
い
る
も
の
が
目
立
っ
た
。 

 

(六) 

問
題
文
全
体
を
対
象
と
す
る
内
容
合
致
問
題
で
あ
る
。

選
択
肢
が
三
行
と
長
く
、
問
題
文
の
該
当
箇
所
と
比
較
し
て

丁
寧
に
検
討
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。 

 

二 

小
説 

(一) 

全
体
的
に
よ
く
で
き
て
い
た
。
間
違
え
て
し
ま
っ
た
場

合
は
、
語
句
の
意
味
を
イ
メ
ー
ジ
や
先
入
観
で
曖
昧
に
覚
え

て
い
な
い
か
、
確
認
し
て
ほ
し
い
。 

 

(二) 

概
ね
よ
く
で
き
て
い
た
。 

 

(三) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
で
は
な
く
舞
妓
の
姿
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
左
京
く
ん
と
仲
良
く
な
ろ
う
と
し
た
「
私
」
は
、 

ｂ
卑
怯
な
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
。
〟
と
説
明
し
て 

―
―
12
点 

＊
ａ
９
点
、
ｂ
３
点
。 

 

「
魔
法
」「
シ
ン
デ
レ
ラ
」「
王
子
様
」
の
比
喩
が
そ
れ
ぞ

れ
何
を
意
味
す
る
の
か
、
答
案
内
で
明
示
で
き
て
い
る
か
ど

う
か
で
差
が
つ
い
た
。 

 

(四) 

誤
答
で
は
（ウ）
が
目
立
っ
て
い
た
。
存
在
感
が
薄
い
こ

と
に
悩
ん
で
い
た
「
私
」
に
と
っ
て
、「
ず
っ
と
覚
え
と
く
」

と
い
う
金
子
さ
ん
の
言
葉
が
、
ど
れ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持

つ
の
か
、
読
み
取
り
た
い
。 

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
外
見
を
取
り
繕
う
こ
と
ば
か
り
に
囚
わ
れ
る
の
で
は
な

く
、
ｂ
元
々
内
在
し
て
い
る
自
分
の
本
質
を
大
切
に
し
つ
つ 

ｃ
少
し
ず
つ
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
肯
定
し
て
い
こ
う
と
考
え

て
い
る
。
〟
と
説
明
し
て 

 
 

  
 

  
 

―
―
12
点 

＊
ａ
４
点
、
ｂ
５
点
、
ｃ
３
点
。 

傍
線
部
の
直
前
に
注
目
し
、〈
自
分
の
本
質
を
大
切
に
し



 

つ
つ
、
あ
り
の
ま
ま
の
姿
を
肯
定
し
て
い
き
た
い
〉
と
い
う

要
素
は
よ
く
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
。「
京
都
人
の
精
神
」
の
部

分
に
も
注
目
し
て
、〈
外
見
を
取
り
繕
う
こ
と
ば
か
り
に
囚
わ

れ
な
い
〉
点
ま
で
説
明
で
き
る
と
な
お
よ
か
っ
た
。 

 

(六) 

誤
答
は
（オ）
が
目
立
っ
た
。
本
文
後
半
に
描
か
れ
て
い

る
、
京
都
の
景
観
に
つ
い
て
の
印
象
の
変
化
と
、「
私
」
自
身

に
対
す
る
思
い
の
変
化
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
部
分
に
注
目

し
て
ほ
し
い
。  

 

三 

古
文 

(一) 

活
用
に
関
す
る
知
識
不
足
が
目
立
つ
。
活
用
形
も
、
助

動
詞
の
接
続
を
理
解
し
て
い
れ
ば
す
ぐ
に
答
え
が
出
た
も
の

も
あ
る
の
で
、
基
礎
知
識
の
習
得
は
怠
ら
な
い
よ
う
に
。 

 

(二) 

(y)
「
ゆ
ゆ
し
き
」
の
誤
り
が
目
立
つ
。
語
義
だ
け
で
（ア）

「
不
吉
な
」
を
選
ん
だ
答
案
が
散
見
さ
れ
た
。
ま
ず
は
語
義

で
選
択
肢
を
絞
る
の
も
大
切
だ
が
、
必
ず
文
脈
と
照
ら
し
合

わ
せ
て
吟
味
す
る
こ
と
。 

 

(三) 

よ
く
で
き
て
い
た
。
物
語
で
は
、
人
物
関
係
を
正
し
く

把
握
す
る
こ
と
が
読
解
の
鍵
と
な
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
意

識
し
て
ほ
し
い
。  

 

(四) 

①
よ
く
で
き
て
い
た
。 

 

②
「
い
く
た
り
」
の
解
釈
で
迷
っ
た
だ
ろ
う
。
池
殿
の
発

言
の
趣
旨
も
踏
ま
え
〈
何
倍
も
〉
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
導

き
出
せ
る
と
よ
い
。 

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
頼
朝
を
助
け
て
や
れ
と
い
う
言
葉
は
、
ｂ
大
切
に
思
っ

て
い
る
池
殿
の
願
い
な
の
で
断
り
づ
ら
い
が
、
ｃ
源
氏
の
嫡

子
で
優
秀
な
頼
朝
の
命
を
助
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
っ

た
か
ら
。
〟
と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
10
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
４
点
、
ｃ
４
点
。 

〈
大
切
に
思
っ
て
い
る
池
殿
の
願
い
な
の
で
断
り
づ
ら

い
〉
と
い
う
要
素
を
欠
い
た
答
案
が
多
い
。
は
っ
き
り
と
し

た
返
事
が
で
き
な
い
清
盛
の
気
持
ち
を
、「
池
殿
の
ま
し
ま
す

を
ば
…
…
」
か
ら
の
文
脈
を
踏
ま
え
、
説
明
し
た
い
。 

 

(六) 

誤
答
は
様
々
で
あ
っ
た
。
ど
の
選
択
肢
も
本
文
の
内
容

を
ベ
ー
ス
に
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
、
本
文
に
似
た
よ
う
な

表
現
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
安
易
に
選
ん
で
し
ま
わ
な
い
よ

う
に
。 

 
㈦ 
〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
せ
め
て
命
だ
け
で
も 

ｂ
助
か
っ
た
な
ら
ば
、
ｃ
ど
う

し
て
本
来
の
思
い
を
遂
げ
な
い
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
、
遂
げ

よ
う
〟
と
訳
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
８
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
２
点
、
ｃ
４
点
。 

 

ま
ず
は
逐
語
的
に
訳
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
か
、
確
認
し

て
ほ
し
い
。
助
動
詞
や
接
続
助
詞
、
副
詞
の
基
本
的
な
訳
し

方
は
必
ず
押
さ
え
、
細
か
い
失
点
を
し
な
い
現
代
語
訳
を
心

が
け
た
い
。 

 

四 

漢
文 

(一) 

思
っ
た
よ
り
出
来
が
悪
か
っ
た
。 

 

(二) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
斉
王
淳
于
髠
を
し
て 

ｂ
趙
に
之
き
（
て
） 

ｃ
救
兵

を
請
は 

ｄ
し
む
〟
と
書
き
下
し
て 

 
 
 

―
―
６
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
１
点
、
ｃ
２
点
、
ｄ
１
点
。 

典
型
的
な
使
役
の
構
文
な
の
だ
が
、
出
来
て
い
な
い
。 

 

(三) 
 

あ
ま
り
出
来
て
い
な
い
。
ま
ず
は
「
何
敢
」
の
意
味

に
忠
実
に
考
え
て
ほ
し
い
。 

 

(四) 
 

「
禳
田
者
」
と
い
う
誤
答
が
非
常
に
多
い
。
傍
線
部

中
の
「
其
」
＝
「
禳
田
者
」
で
あ
る
。 

 

(五) 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
斉
王
が
、
ｂ
あ
ま
り
に
少
な
い
献
上
品
で
、
ｃ
楚
に
対

抗
で
き
る
規
模
の
援
軍
を 

ｄ
趙
に
請
お
う
と
し
て
い
る
か

ら
。
〟
と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
10
点 

＊
ａ
２
点
、
ｂ
３
点
、
ｃ
３
点
、
ｄ
２
点 

 

問
題
文
の
趣
旨
そ
の
も
の
を
取
り
違
え
て
い
る
と
思
わ
れ

る
も
の
が
多
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
る
。 

 

（六） 

〔
採
点
基
準
〕 

〝
ａ
趙
が
淳
于
髠
に 

ｂ
大
量
の
援
軍
を
与
え
た
こ
と
。
〟

と
説
明
し
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

―
―
６
点 

＊
ａ
３
点
、
ｂ
３
点
。 

 

〈
誰
が
・
誰
に
・
何
を
〉
を
正
確
に
お
さ
え
た
い
。 
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