
漢
詩
の
指
導
に
　
つ
　
い
　
て

一
は
じ
め
に

私
は
教
職
に
つ
い
て
今
年
で
四
年
め
に
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
高
I
の
国

語
I
萱
二
年
つ
づ
け
て
担
当
し
'
今
年
は
じ
め
て
高
Ⅱ
の
国
語
Ⅲ
を
受
け
持

っ
て
い
ま
す
。
洪
詩
の
指
導
に
つ
い
て
は
へ
何
編
か
の
詩
を
読
解
し
た
り
、

訳
詩
を
つ
-
ら
せ
た
り
し
て
来
た
の
で
す
が
へ
詩
と
い
う
も
の
の
扱
い
の
む

・
ず
か
し
さ
を
感
じ
へ
単
九
と
し
て
の
ま
と
ま
り
に
見
通
し
が
持
て
な
か
っ
た

た
め
に
踏
み
込
ん
だ
扱
い
を
し
て
来
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
た
び
国
語
Ⅱ
を
担

当
し
'
沃
詩
を
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
扱
う
槻
会
を
得
た
の
で
へ
そ
の
と
き

の
授
業
を
報
告
し
'
あ
わ
せ
て
そ
の
授
業
を
通
じ
て
考
え
た
こ
と
や
課
芯
と

し
て
残
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
述
べ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

二
　
授
業
報
告

こ
れ
ま
で
国
語
-
に
お
い
て
、
洪
文
訓
読
の
き
ま
り
を
教
え
へ
三
へ
四
稲

の
故
郭
成
語
の
文
章
を
扱
っ
た
後
に
へ
　
r
史
記
j
の
拍
門
の
会
と
四
面
楚
歌

田
　
　
中
　
　
俊
　
　
弥

と
を
や
や
時
間
を
か
け
て
読
解
し
て
い
く
こ
と
を
私
は
通
例
と
し
て
釆
ま
し

た
。
漢
詩
の
指
導
に
つ
い
て
は
教
育
実
習
生
に
担
当
し
て
も
ら
っ
て
い
ま
し

た
。
現
在
私
が
受
け
持
っ
て
い
る
高
Ⅱ
の
ク
ラ
ス
の
生
徒
は
高
I
か
ら
の
持

ち
上
が
り
の
も
の
が
多
く
へ
漢
詩
を
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
で
は
読
ん
で
来
て

い
ま
せ
ん
o
以
下
へ
　
こ
の
四
月
か
ら
高
Ⅱ
の
ク
ラ
ス
で
行
っ
て
来
た
授
業
に

つ
い
て
報
告
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

(
指
導
の
経
約
)
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l
次
(
3
時
間
)

孟
浩
然
「
春
暁
」
へ
李
白
「
静
枝
忠
」
、
李
白
「
缶
鶴
は
送
三
孟
浩
然
之
二

広
陵
二
へ
杜
耐
「
春
望
」
へ
白
居
易
「
香
炉
峠
下
・
・
・
」
五
首
を
の
せ
た
プ
リ

ン
ト
を
配
布
し
、
絶
句
・
律
詩
の
形
式
を
理
解
さ
せ
る
と
と
も
に
'
淡
詩

の
世
界
に
ふ
れ
た
.
ま
た
へ
琴
参
「
碩
中
作
」
へ
杜
前
「
登
高
」
の
二
百

を
プ
リ
ン
ト
し
'
転
句
と
対
句
の
役
割
に
つ
い
て
碓
諾
し
た
。

第
二
次
(
3
時
間
)

杜
ー
汀
「
絶
句
」
へ
王
推
「
送
三
元
l
l
使
,
安
西
こ
'
李
白
「
送
二
友
人
t
」
の

三
百
に
つ
い
:
t
J
へ
漢
詩
の
形
式
を
確
認
す
る
と
と
も
に
へ
そ
の
読
解
と
鑑

賞
を
し
た
。



節
三
次
(
1
時
間
)

N
H
K
放
映
の
「
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
」
　
(
旅
情
訂
)
と
「
大
武
河
」
　
(
悠

久
な
る
旅
)
の
ビ
デ
オ
を
視
聴
さ
せ
'
漢
詩
の
風
土
に
お
も
い
を
は
せ
さ

せ
た
。

こ
の
授
業
は
t
 
I
漢
詩
の
形
式
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
へ
2
音
読
・
暗
誠
な
ど

に
よ
り
漢
詩
の
韻
律
に
親
し
ま
せ
る
こ
と
、
3
漢
詩
の
表
現
を
理
解
し
味
わ

う
こ
と
に
よ
り
洪
詩
の
世
界
に
親
し
ま
せ
る
こ
と
を
目
標
と
し
て
行
っ
て
来

た
も
の
で
し
た
が
'
生
徒
の
反
応
は
い
た
っ
て
低
調
で
も
指
導
者
に
よ
る
一

方
的
な
解
説
に
終
始
し
て
し
ま
い
ま
し
た
.
考
え
て
み
れ
ば
へ
　
こ
の
失
敗
は

当
然
と
い
え
ば
当
然
の
こ
と
で
'
形
式
に
つ
い
て
の
知
識
的
な
理
解
が
先
行

し
'
内
容
面
か
ら
の
切
り
込
み
が
出
来
て
い
な
い
の
で
す
。
こ
の
指
導
を
通

じ
て
強
く
感
じ
た
こ
と
は
'
本
当
に
漢
詩
に
親
し
み
を
持
た
せ
、
漢
詩
を
学

習
し
て
い
く
力
を
育
て
て
い
-
に
は
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
別
の
言
い
方

を
す
る
な
ら
ば
へ
生
徒
の
何
に
切
り
込
ん
で
い
け
ば
、
生
徒
が
漢
詩
の
世
界

に
親
し
み
、
自
ら
学
習
し
て
い
-
契
機
を
持
ち
う
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ

と
で
し
た
。

そ
こ
で
、
淡
詩
指
導
の
原
点
で
あ
る
'
"
淡
詩
に
親
し
ま
せ
る
,
と
い
う

目
標
に
つ
い
て
へ
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
.

一
二
　
漢
詩
へ
の
親
し
み

生
徒
の
履
修
し
て
い
る
明
治
書
院
の
r
精
選
国
語
I
L
の
教
科
書
に
は
'

王
之
換
「
撃
払
出
楼
こ
ち
孟
浩
然
「
春
暁
」
へ
王
維
「
送
三
元
二
使
-
安
西
]
J
t

李
白
「
春
夜
洛
城
間
レ
笛
」
が
洪
文
に
親
し
む
と
い
う
単
冗
に
収
め
ら
れ
、

中
国
の
蹴
文
と
し
て
王
推
「
鹿
柴
」
へ
劉
由
錫
「
秋
風
引
」
へ
李
白
「
如
眉
仙

月
歌
」
、
張
継
「
楓
柄
夜
泊
」
へ
杜
牧
「
山
行
」
へ
杜
甫
「
登
.
南
陽
は
l
J
'
「
登

高
」
へ
自
店
易
「
八
月
十
五
日
-
対
レ
目
性
二
元
九
l
」
、
元
税
「
間
=
白
楽
天
左
こ

降
江
州
司
馬
l
」
の
諮
詩
が
載
せ
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
へ
　
「
精
通
国
語

Ⅲ
J
に
は
'
中
国
の
詩
文
と
し
て
r
詩
経
」
　
の
　
「
挑
天
」
へ
　
r
楽
府
詩
袋
J

の
「
薙
蕗
歌
」
へ
　
r
古
詩
賞
折
.
[
の
「
上
邪
」
へ
r
文
選
」
の
「
沼
招
牽
牛
昆
」
、

r
楽
府
詩
災
j
　
の
　
「
勅
肋
歌
」
へ
陶
淵
明
「
飲
酒
」
　
の
古
詩
が
収
め
ら
れ
て

い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
教
材
は
い
ず
れ
も
格
調
苗
く
'
教
材
的
に
も
価
値
の
す
ぐ
れ
た

も
の
で
す
o
 
L
か
し
へ
教
科
智
に
職
せ
ら
れ
て
い
る
ま
ま
に
扱
っ
て
い
-
こ

と
に
は
'
蹄
指
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
ど
う
も
へ
と
っ
つ
き
に
-
さ
と
い
う

か
'
扱
い
の
む
ず
か
し
さ
を
感
じ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
'
私
自
身

が
学
習
の
観
点
と
い
う
か
'
指
導
の
見
通
し
と
か
い
う
も
の
を
つ
か
め
て
い

な
い
こ
と
に
原
因
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
へ
王
経
の
「
庇
柴
」
と
か
張
継

の
「
楓
栢
夜
泊
」
と
か
は
'
ム
ー
ド
と
し
て
は
わ
か
る
の
で
す
が
へ
い
ざ
読

解
指
印
と
な
る
と
'
ど
う
扱
っ
て
い
け
ば
よ
い
の
か
へ
ど
う
い
う
主
組
に
収

蝕
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
、
こ
れ
ら
の
詩
を
生
徒
に
与
え
て
い
く
税
極
的
な

動
機
が
自
分
自
身
の
中
に
持
て
な
い
の
で
す
。

そ
こ
で
へ
自
ら
の
漢
詩
へ
の
親
し
み
に
つ
い
て
内
省
し
、
学
習
の
観
点
な

り
へ
指
導
の
見
通
し
な
り
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

私
の
場
合
へ
漢
詩
へ
の
親
し
み
と
い
う
こ
と
で
は
'
訓
読
文
の
韻
律
や
調

子
の
よ
さ
に
よ
る
と
こ
ろ
が
と
て
も
大
き
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
意
味

や
内
容
が
貝
体
的
に
つ
か
め
て
い
な
く
て
も
'
な
ん
と
な
く
こ
の
詩
が
好
き

だ
な
あ
と
い
う
も
の
が
多
い
の
で
す
。
た
と
え
ば
へ
杜
牧
の
「
江
南
春
」
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は
'
「
南
朝
四
百
八
十
寺
へ
多
少
楼
台
煙
雨
中
」
と
い
う
詩
句
が
い
か
に
も

心
地
よ
く
、
は
っ
き
り
と
は
意
識
で
き
な
い
け
れ
ど
杜
牧
の
詩
の
世
界
に
誘

わ
れ
て
い
く
の
で
す
。

次
に
へ
漢
詩
全
体
の
意
味
は
さ
て
お
き
、
自
分
の
非
常
に
気
に
入
っ
た
詩

句
を
見
つ
け
て
'
漢
詩
に
親
し
み
を
覚
え
た
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い

ま
す
.
た
と
え
ば
へ
古
詩
の
「
行
毎
一
撃
汀
行
」
と
か
武
帝
の
「
秋
風
辞
」
の

「
歓
楽
極
今
哀
惜
多
」
と
か
の
詩
句
は
へ
　
そ
の
調
子
と
と
も
に
印
象
探
-
残

っ
て
い
る
も
の
で
す
.
ま
た
、
李
白
の
「
孤
帆
遠
彬
碧
空
尽
'
唯
見
長
江
天

際
流
」
の
詩
句
は
'
は
る
か
に
眼
前
に
広
が
る
情
景
と
と
も
に
忘
れ
が
た
い

も
の
で
す
L
へ
王
経
の
安
倍
仲
麿
を
送
っ
た
詩
の
l
節
t
 
r
群
身
映
天
只
へ

魚
眼
射
披
紅
」
　
は
'
二
人
の
友
人
関
係
を
知
る
き
っ
か
け
と
も
な
り
へ

「
只
」
と
「
紅
」
　
の
色
彩
の
対
比
や
表
現
さ
れ
て
い
る
素
材
に
よ
っ
て
脳
出

に
深
く
刻
ま
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
へ
考
え
て
み
る
と
、
こ
れ
ら
は
'
直
感
的
と
い
う
か
'
感
覚
的

な
印
象
に
よ
っ
て
漢
詩
に
興
味
を
覚
え
、
親
し
み
を
感
じ
た
ケ
ー
ス
で
す
.

た
し
か
に
へ
漢
詩
の
簡
潔
な
表
現
に
こ
め
ら
れ
た
惰
感
=
n
か
な
イ
メ
ー
ジ
の

世
界
に
触
発
さ
れ
た
も
の
で
す
が
、
そ
の
こ
と
に
対
し
て
は
意
識
的
で
は
な

く
'
単
な
る
お
も
い
込
み
に
す
ぎ
ず
'
誤
っ
た
解
釈
を
し
て
い
る
場
合
が
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
対
し
て
'
て
い
ね
い
な
学
習
を
通
し
て
'
あ
ら
た
め
て
洪
詩
の
表

現
の
巧
み
さ
と
い
う
か
も
詩
の
味
わ
い
深
さ
に
緊
き
'
洪
詩
に
親
し
み
を
覚

え
た
場
合
が
あ
り
ま
す
o
た
と
え
ば
へ
李
白
の
「
静
夜
思
」
と
か
杜
前
の

「
春
望
」
な
ど
が
そ
の
例
で
す
。
李
白
の
詩
の
場
合
へ
彼
が
な
ぜ
地
上
に
ふ

り
そ
そ
ぐ
月
の
光
に
気
付
き
'
な
に
ゆ
え
に
月
を
仰
ぎ
見
た
あ
と
に
疎
を
低

れ
て
故
郷
を
お
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
学
習
し
て
は
じ
め

て
へ
　
こ
の
詩
の
よ
さ
と
い
う
も
の
が
わ
か
っ
て
来
ま
す
。
そ
し
て
へ
漢
詩
の

味
わ
い
に
興
味
を
覚
え
る
の
で
す
.
杜
甫
の
「
春
望
」
の
場
合
へ
冒
頭
の
二

句
は
'
読
め
ば
l
通
り
は
理
解
で
き
る
の
で
す
が
へ
　
こ
の
表
現
に
杜
相
が
ど

の
よ
う
な
お
も
い
を
込
め
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
対
句
構
造
に
着
目
し

て
学
習
し
て
こ
そ
へ
洪
詩
表
現
の
奥
深
さ
と
い
う
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。

以
上
は
'
学
習
の
百
鰯
と
い
う
組
点
に
よ
っ
て
区
別
し
て
き
た
も
の
で
す

が
へ
　
こ
の
こ
と
と
は
別
に
へ
漢
詩
に
興
味
を
覚
え
へ
親
し
み
を
感
じ
た
場
合

の
こ
と
に
つ
い
て
視
点
を
か
え
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
l
　
つ
は
'
漢
詩
な
ら
で
は
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
に
刺
戦
を
受
け

て
'
興
味
や
関
心
を
抱
い
た
場
合
で
す
o
た
と
え
ば
へ
琴
参
の
「
硫
中
作
」

に
見
ら
れ
る
天
と
地
に
対
す
る
認
識
は
非
常
に
新
鮮
な
も
の
で
し
た
し
へ
さ

き
の
李
白
の
「
静
夜
思
」
に
も
見
ら
れ
る
中
国
人
の
月
に
寄
せ
る
お
も
い
は

詩
情
出
か
で
日
常
の
自
分
の
認
識
を
あ
ら
た
に
さ
せ
る
も
の
で
し
た
。
そ
れ

か
ら
も
う
一
つ
は
'
中
国
の
風
土
と
い
う
も
の
に
興
味
を
ひ
か
れ
'
悠
久
で

か
つ
広
大
な
自
然
を
う
た
っ
た
詩
に
親
し
み
を
覚
え
た
場
合
で
す
。

い
う
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
'
異
質
な
世
界
と
の
出
逢
い
に
よ
っ

て
日
常
の
認
識
が
つ
き
動
か
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
興
味
・
関
心
が
ひ
き
起

こ
さ
れ
た
場
合
と
い
え
ま
す
。

ま
た
へ
　
こ
の
こ
と
以
外
に
'
別
離
の
梢
や
戦
争
の
苦
し
み
な
ど
へ
の
共
感

を
通
じ
て
へ
か
わ
ら
ぬ
人
間
の
姿
を
感
じ
て
洪
詩
の
世
界
に
親
し
み
を
感
じ

た
場
合
や
'
李
白
や
杜
甫
な
ど
の
よ
う
に
そ
の
人
柄
や
詩
風
に
興
味
を
覚
え

て
漢
詩
に
向
か
っ
た
場
合
な
ど
も
あ
り
ま
す
.
そ
し
て
ま
た
へ
項
羽
の
「
咳
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下
歌
」
や
白
楽
天
の
「
長
恨
歌
」
の
よ
う
に
歴
史
と
の
か
か
わ
り
の
中
で
い

き
い
き
と
詩
の
世
界
を
想
い
う
か
べ
'
漢
詩
の
魅
力
を
感
じ
た
場
合
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

以
上
へ
　
こ
ま
ご
ま
と
私
の
体
験
を
ふ
り
か
え
っ
て
漢
詩
へ
の
親
し
み
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま
し
た
が
'
親
し
み
の
あ
り
よ
う
は
さ
ま
ざ
ま

な
も
の
で
す
。
要
は
へ
親
し
み
の
質
を
き
ち
ん
と
見
き
わ
め
た
う
え
で
な
け

れ
ば
'
学
習
の
観
点
や
指
導
の
見
通
し
な
ど
は
た
て
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
す
。
指
導
者
は
、
生
徒
に
ど
う
い
う
点
か
ら
親
し
み
を
も
た
せ
よ
う
と
し

て
い
る
の
か
を
し
っ
か
り
と
持
ち
、
そ
の
段
階
に
応
じ
て
指
導
の
手
立
て
を

工
夫
し
て
い
く
必
史
が
あ
り
ま
す
.
そ
の
方
向
と
し
て
は
t
 
l
つ
に
は
'
感

覚
的
な
と
こ
ろ
か
ら
認
識
的
な
と
こ
ろ
へ
生
徒
の
興
味
を
探
化
・
拡
充
さ
せ

て
い
く
指
導
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
へ
ど
う
い
う
か
た
ち
で

漢
詩
に
出
逢
わ
せ
る
の
か
と
い
う
こ
と
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
-
る

と
思
い
ま
す
。

次
に
へ
沃
詩
の
特
質
を
ふ
ま
え
'
漢
詩
指
導
の
要
点
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

四
　
漢
詩
指
導
の
要
点

私
は
、
漢
詩
指
導
の
要
点
と
し
て
三
つ
の
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

1
、
漢
詩
の
形
式
に
つ
い
て
し
っ
か
り
し
た
知
識
や
理
解
を
も
た
せ
る
こ

と
2
'
音
読
や
暗
諭
を
重
視
す
る
こ
と

3
'
詩
の
指
導
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
す
る
こ
と

ま
ず
へ
第
一
の
点
に
つ
い
て
述
べ
た
い
と
思
い
ま
す
.
洪
詩
は
'
心
情
や

情
景
を
凝
縮
し
た
表
現
に
よ
っ
て
形
式
の
上
か
ら
立
体
的
に
構
成
し
て
い
る

点
に
最
大
の
特
色
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。
そ
う
い
う
点
で
'
漢
詩
の
形
式
に

つ
い
て
碓
か
な
知
識
や
理
解
を
も
た
せ
る
こ
と
は
、
読
解
指
導
に
お
い
て
の

み
な
ら
ず
へ
自
ら
が
漢
詩
に
向
か
っ
て
い
く
場
合
に
お
い
て
も
む
要
な
こ
と

が
ら
だ
と
考
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ば
へ
句
の
で
き
方
(
五
言
で
あ
れ
ば
二
字

三
字
へ
七
言
で
あ
れ
ば
二
字
二
字
三
字
の
原
則
)
を
知
り
へ
対
句
の
桐
迫
や

句
ご
と
の
相
互
関
係
や
構
成
に
つ
い
て
理
解
し
て
お
く
こ
と
は
'
孜
詩
に
対

す
る
抵
抗
感
を
和
ら
げ
、
と
か
く
日
本
語
の
文
章
と
同
じ
よ
う
に
線
条
的
に

読
ん
で
し
ま
い
が
ち
な
洪
詩
を
立
体
的
に
読
ん
で
い
く
姿
勢
を
形
成
し
'
正

し
い
漢
詩
の
理
解
に
向
か
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
.
従
来
へ
　
こ
の

こ
と
は
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
来
な
か
っ
た
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す

が
'
単
に
形
式
的
な
知
識
に
終
わ
る
の
で
は
な
く
へ
読
み
に
結
び
つ
い
た
か

た
ち
で
こ
れ
か
ら
は
も
っ
と
缶
要
祝
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

次
に
第
二
の
点
に
つ
い
て
で
す
が
へ
　
こ
の
こ
と
を
要
点
と
考
え
る
の
は

「
三
」
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
音
読
や
暗
鏑
と
い
う
こ
と
が
深
-

漢
詩
へ
の
親
し
み
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
で
す
。
音
読
や
暗

調
を
形
式
の
理
解
に
も
と
づ
き
な
が
ら
漢
詩
指
導
に
幅
広
く
と
り
入
れ
て
い

く
こ
と
は
'
漢
詩
の
読
み
を
た
し
か
で
豊
か
な
も
の
に
し
て
い
く
と
考
え
ら

E
5
E
3
S

最
後
に
も
第
三
の
点
に
つ
い
て
で
す
が
へ
　
こ
の
こ
と
は
と
り
た
て
て
言
う

ま
で
も
な
い
こ
と
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
.
し
か
し
、
実
際
に
は
'
洪
詩

を
古
典
と
い
う
目
で
ま
ず
と
ら
え
て
し
ま
う
た
め
に
改
詩
も
詩
で
あ
る
と
い

う
点
が
忘
れ
ら
れ
や
す
く
'
詩
の
指
導
と
い
う
こ
と
が
あ
ま
り
意
識
さ
れ
て
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い
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
.
漢
詩
も
詩
な
の
で
す
か
ら
へ
作
者
の
感
動
の
中

心
を
し
っ
か
り
と
と
ら
え
へ
多
様
な
解
釈
を
試
み
つ
つ
へ
イ
メ
ー
ジ
豊
か
に

詩
の
世
界
や
詩
人
の
も
の
の
見
方
や
生
き
方
な
ど
を
読
み
と
っ
て
い
く
こ
と

が
重
要
で
す
。
そ
し
て
へ
　
そ
の
こ
と
を
通
し
て
'
自
己
の
感
性
を
覚
醒
し
'

既
存
の
認
識
を
新
た
に
し
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
ま

す
。五

　
漢
詩
指
導
の
工
夫

最
初
に
も
述
べ
た
よ
う
に
'
私
自
身
は
洪
詩
の
指
導
に
全
-
と
い
っ
て
い

い
は
ど
取
り
組
ん
で
来
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
へ
私
が
注
目
し
て
い
る
四
つ

の
実
践
あ
る
い
は
試
み
に
つ
い
て
ふ
れ
へ
私
自
身
が
現
在
構
想
し
て
い
る
こ

と
を
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
四
つ
の
実
践
あ
る
い
は
試
み
と
い
う
の
は
次
の
も
の
で
す
。

そ
の
一
つ
は
'
今
回
の
学
会
で
発
表
さ
れ
た
宮
崎
の
川
越
淳
一
先
生
の
実

践
で
す
。
川
越
先
生
は
'
自
ら
の
大
学
で
の
学
習
体
験
を
か
え
り
み
'
生
徒

に
自
分
の
力
で
学
ぶ
喜
び
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
に
漢
詩
の
演
習
の
授

業
を
試
み
て
お
ら
れ
ま
す
.
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
異
な
る
洪
詩
l
首
を
割
り
振

り
'
研
究
テ
ー
マ
も
指
示
し
'
い
ろ
い
ろ
な
参
考
図
苗
に
生
徒
自
身
で
あ
た

ら
せ
な
が
ら
、
1
首
の
漢
詩
を
班
員
の
力
で
話
し
合
い
を
通
じ
て
読
解
さ

せ
へ
　
そ
の
内
容
を
自
分
達
が
作
成
し
た
プ
リ
ン
ト
資
料
に
も
と
づ
い
て
発
表

さ
せ
て
お
ら
れ
ま
す
。
こ
の
涜
習
形
式
の
授
業
は
'
生
徒
自
身
を
淡
詩
に
た

ち
む
か
わ
せ
'
班
員
相
互
の
解
釈
を
ひ
き
出
し
'
交
流
さ
せ
な
が
ら
へ
探
-

漢
詩
の
世
界
に
生
徒
を
導
い
て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
ま
す
.
ま
た
へ
生
徒
ひ

と
り
ひ
と
り
を
主
体
的
な
学
習
者
に
育
て
て
い
く
試
み
と
し
て
も
評
価
で
き

る
と
思
い
ま
す
.
今
後
へ
詩
の
と
り
あ
げ
方
や
作
業
の
さ
せ
方
な
ど
を
検
討

し
'
杭
習
形
式
に
よ
る
淡
詩
指
導
の
可
能
性
を
更
に
間
拓
し
て
い
く
こ
と
を

私
自
身
の
諜
湖
と
し
て
と
ら
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
.

次
に
と
り
あ
げ
た
い
の
は
、
本
校
で
取
り
組
ん
で
き
た
「
国
語
I
」
に
お

け
る
主
題
単
元
の
試
み
で
す
。
詳
細
は
'
本
校
で
刊
行
し
て
い
る
r
国
語
科

研
究
紀
要
」
第
十
四
号
へ
第
十
五
号
に
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
ポ
イ

ン
ト
と
な
る
点
は
'
あ
る
主
冠
の
も
と
に
も
現
代
文
・
古
文
・
淡
文
を
総
合

的
に
学
習
さ
せ
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
の
節
例
の
l
　
つ
と
し
て
t
.
戟

争
″
　
と
い
う
単
元
で
は
'
「
コ
レ
ガ
人
間
デ
ス
」
　
(
原
民
富
)
へ
　
「
夏
の

花
」
　
(
原
民
喜
)
、
「
敦
盛
最
期
」
と
と
も
に
へ
漢
詩
の
「
春
望
」
　
(
杜

節
)
へ
　
「
涼
州
詞
」
　
(
王
翰
)
へ
　
「
七
哀
話
」
　
(
王
祭
)
　
の
三
首
が
と
り
あ
げ

ら
れ
て
い
ま
す
.
ま
た
"
自
然
-
調
和
と
融
合
"
と
い
う
印
元
で
は
'

「
自
然
へ
の
回
帰
」
　
(
辻
邦
生
)
へ
　
「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
　
(
田
中
缶
江
)
へ

「
五
月
の
山
里
」
　
(
枕
草
子
)
と
と
も
に
へ
　
「
春
暁
」
　
(
孟
浩
然
)
へ
　
「
尋

胡
隠
君
」
　
(
高
啓
)
へ
　
「
鹿
柴
」
　
(
王
維
)
へ
　
「
絶
句
」
　
(
杜
甫
)
の
四
首
の

漢
詩
が
と
り
あ
げ
ら
れ
'
"
自
然
の
中
に
生
き
る
"
と
い
う
題
目
で
ま
と
め

の
話
し
合
い
学
習
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
試
み
は
'
往
々
と

し
て
個
別
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
淡
詩
を
l
迫
の
授
業
の
展
間
に
位

置
づ
け
'
学
習
者
が
洪
詩
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
く
筋
道
を
は
っ
き
り
さ
せ

て
い
る
点
で
注
目
さ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
学
習
者
へ
の
切
り
込
み
は
'
漢

詩
も
一
つ
の
言
語
表
現
と
し
て
認
識
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
新
た
な
視
点
を

生
徒
に
喚
起
さ
せ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
.
主
出
の
設
定
や
教
材
本
文
の

取
り
上
げ
方
へ
さ
ら
に
は
印
元
の
展
間
の
し
か
た
も
考
慮
に
入
れ
へ
ダ
イ
ナ

-200-



…
ッ
ク
な
漢
詩
指
導
を
展
開
し
て
い
く
こ
と
が
今
後
の
実
践
の
場
で
も
っ
と

追
求
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
点
で
は
'
本
席
に
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
秋
元
達
也
先
生
の
"
漢

詩
紀
行
を
企
画
す
る
"
と
い
う
構
想
は
'
と
て
も
ユ
ニ
ー
ク
で
興
味
深
い
も

の
と
思
い
ま
す
。
生
徒
自
身
の
手
で
旅
行
を
実
際
に
立
案
さ
せ
へ
そ
の
土
地

そ
の
土
地
に
ふ
さ
わ
し
い
漢
詩
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
さ
せ
て
い
-
試
み
は
'
生

徒
の
主
体
的
な
意
欲
を
喚
起
し
'
漢
詩
を
中
国
の
風
土
の
中
に
し
っ
か
り
と

位
置
づ
け
て
読
解
・
鑑
賞
さ
せ
て
い
-
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
o

最
後
に
も
現
在
鈴
ケ
峰
女
子
短
期
大
学
の
教
授
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
山
本
昭

先
生
の
漢
詩
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
を
作
ら
せ
る
と
い
う
実
践
を
と
り
あ
げ
た
い

と
思
い
ま
す
。
こ
の
実
践
は
、
先
生
が
附
属
高
校
に
在
職
中
に
な
さ
っ
た
も

の
で
t
 
r
国
語
科
研
究
紀
要
」
の
第
十
四
号
に
「
洪
文
を
学
ぶ
こ
と
-
学
習

者
の
視
点
か
ら
-
」
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。
山
本
先
生
は
高
Ⅱ
の
漢

文
(
二
単
位
)
　
の
授
業
で
'
冬
休
み
に
各
自
好
き
な
漢
詩
を
遥
ば
せ
て
'
そ

れ
に
語
釈
・
口
語
訳
・
選
ん
だ
理
由
・
感
想
な
ど
を
l
ペ
　
ン
に
書
か
せ
て

提
出
さ
せ
'
全
員
の
も
の
を
プ
リ
ン
ト
し
て
配
布
し
'
そ
の
後
へ
各
自
に
分

類
し
て
自
分
の
ノ
ー
ト
に
貼
ら
せ
'
コ
メ
ン
ト
を
つ
け
た
も
の
を
提
出
さ
せ

て
い
ま
す
。
先
生
は
、
こ
の
他
に
も
杜
牧
の
「
江
南
の
春
」
を
は
じ
め
と
し

て
、
杜
甫
の
「
兵
車
行
」
や
「
旅
夜
苦
懐
」
へ
李
白
の
「
月
下
独
酌
」
や

「
将
進
酒
」
な
ど
数
多
く
の
漢
詩
に
出
逢
わ
せ
'
年
間
で
五
十
首
近
-
を
取

り
上
げ
て
お
ら
れ
ま
す
。
あ
る
生
徒
の
感
想
は
次
の
と
お
り
で
す
。
長
文
で

す
が
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

「
漢
詩
も
'
確
か
に
嫌
い
な
詩
の
一
つ
に
は
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
け
れ

ど
も
へ
漢
詩
と
の
出
会
い
が
'
私
の
中
に
巣
-
っ
て
い
た
詩
に
対
す
る
と

ん
で
も
な
い
偏
見
を
打
ち
砕
い
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
　
(
中
略
-
引
用

者
)
と
も
か
く
へ
定
型
に
は
ま
り
な
が
ら
も
そ
の
自
由
さ
'
精
巧
さ
'
全

体
と
し
て
の
ま
と
ま
り
へ
　
い
ろ
い
ろ
な
点
に
お
い
て
'
漢
詩
は
こ
れ
ま
で

の
私
の
考
え
て
い
た
も
の
と
は
違
う
詩
で
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
一
年
間
に
'
ず
い
ぶ
ん
た
く
さ
ん
の
漢
詩
に
出
会
い
ま
し
た
。

(
中
略
-
引
用
者
)
ど
の
詩
も
み
な
そ
れ
ぞ
れ
強
烈
な
イ
メ
ー
ジ
へ
美
し

い
言
薬
を
使
い
へ
思
わ
ず
は
っ
と
し
て
し
ま
う
こ
と
が
幾
度
と
な
-
あ
り

ま
し
た
。
中
で
も
へ
　
と
り
わ
け
私
の
心
を
強
く
ゆ
さ
ぶ
っ
た
の
は
'
杜
甫

の
詩
で
し
た
。

杜
甫
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
'
私
は
言
糞
を
た
い
せ
つ
に
し
た
い
の
で

す
。
李
白
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
私
は
言
糞
に
よ
っ
て
自
分
を
表
現
し

て
み
た
い
の
で
す
.
人
間
で
あ
る
以
上
へ
　
l
生
言
丑
を
使
っ
て
い
か
ね
ば

な
り
ま
せ
ん
。
新
し
い
言
柴
に
出
会
う
こ
と
は
'
こ
の
先
へ
　
い
-
皮
と
な

く
あ
る
で
し
ょ
う
。
私
に
は
そ
れ
が
と
て
も
楽
し
み
な
の
で
す
。
ま
だ
見

ぬ
友
に
会
え
る
よ
う
な
喜
び
を
感
じ
て
い
ま
す
。

な
ん
だ
か
へ
漢
文
と
は
ず
い
ぶ
ん
か
け
離
れ
た
こ
と
を
書
い
て
い
る
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
け
れ
ど
へ
　
こ
の
よ
う
な
〝
こ
と
ば
感
〃
を

起
こ
さ
せ
て
く
れ
た
の
も
'
新
し
い
こ
と
ば
に
出
会
う
喜
び
を
気
づ
か
せ

て
く
れ
た
の
も
へ
　
こ
の
l
年
間
に
出
会
っ
た
五
十
首
た
ら
ず
の
漢
詩
で
し

た
」

こ
の
感
想
に
対
し
'
山
本
先
生
は
'
「
漢
詩
の
内
奥
」
に
ま
で
致
ら
し
め
た

も
の
は
何
か
と
考
察
し
t
 
l
　
つ
は
「
漢
詩
を
く
り
か
え
し
読
ま
せ
た
書
き
下

し
文
の
美
し
さ
」
で
あ
り
'
も
う
一
つ
は
「
魅
力
の
あ
る
日
本
語
の
詩
で
あ

り
な
が
ら
へ
一
読
し
て
明
快
で
な
い
点
」
　
「
訓
読
語
と
い
う
'
わ
れ
わ
れ
の
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日
常
の
言
語
と
は
過
度
の
距
離
を
も
っ
た
こ
と
ば
で
あ
る
点
」
で
は
な
い
か

と
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
は
'
漢
詩
の
こ
と
ば
の
世
界
が
豊
か
に
用
意
さ

れ
'
学
習
者
が
こ
と
ば
と
出
会
う
場
や
古
典
の
世
界
に
自
由
に
飛
期
す
る

「
遊
び
」
の
場
が
設
定
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。
漢
詩
指
導
の
幅
広
い
領
野
が

示
さ
れ
て
い
る
点
で
注
目
す
べ
き
取
り
組
み
と
思
い
ま
す
。

以
上
の
四
つ
は
'
い
ず
れ
も
学
習
者
と
淡
詩
と
の
か
か
わ
り
を
し
っ
か
り

と
ら
え
た
も
の
と
し
て
多
く
の
こ
と
を
示
唆
し
て
い
ま
す
。
今
後
へ
　
こ
れ
ら

の
取
り
組
み
に
学
び
つ
つ
へ
漢
詩
指
導
を
椎
か
で
実
り
多
い
も
の
に
し
て
い

か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
、
私
自
身
が
現
在
考
え
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
へ
　
二
つ
の
こ
と
を

述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

l
つ
は
'
漢
詩
を
物
語
や
ド
ラ
マ
の
な
か
に
お
い
て
み
る
試
み
で
す
。
た

と
え
ば
へ
李
白
の
「
子
夜
呉
歌
」
な
ら
ば
へ
夫
の
帰
還
を
待
つ
妻
が
「
長
安

一
片
月
」
を
ど
の
よ
う
な
お
も
い
で
見
て
い
る
の
か
、
ま
た
ど
う
し
て
そ
う

い
う
お
も
い
に
な
る
の
か
な
ど
へ
さ
ま
ざ
ま
に
想
像
さ
せ
つ
つ
へ
詩
の
世
界

を
l
　
つ
の
物
語
あ
る
い
は
ド
ラ
マ
と
兄
へ
簡
潔
な
短
文
を
重
ね
つ
つ
へ
自
分

な
り
の
詩
の
読
み
と
り
を
一
つ
の
ス
ト
I
リ
I
を
も
っ
た
文
章
と
し
て
表
現

さ
せ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
柳
宗
元
の
「
江
雪
」
や
杜

甫
の
「
絶
句
」
な
ど
そ
の
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
詩
に
お
い
て
も
可
能
な
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。
凝
縮
さ
れ
た
表
現
の
背
後
に
あ
る
詩
の
世
界
や
人
間

の
ド
ラ
マ
を
い
き
い
き
と
と
ら
え
さ
せ
る
表
現
指
導
も
か
ね
た
試
み
を
是
非

実
践
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

も
う
一
つ
は
'
漢
詩
読
本
を
つ
く
る
試
み
で
す
。
私
は
、
生
徒
に
多
く
の

詩
に
出
逢
わ
せ
'
そ
の
中
で
一
つ
で
も
多
-
の
自
分
の
気
に
入
っ
た
詩
や
詩

句
を
見
出
せ
た
い
と
か
ね
て
か
ら
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
へ
現
在
の
教

科
書
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
詩
の
数
や
配
列
の
し
か
た
へ
あ
る
い
は
詩
の
と
り

あ
げ
方
に
つ
い
て
不
満
を
覚
え
ま
す
。
私
と
し
て
は
'
も
っ
と
数
も
ふ
や

し
'
さ
ま
ざ
ま
な
テ
ー
マ
ご
と
に
い
く
つ
も
の
詩
を
配
列
し
た
い
と
思
い
ま

す
o
ま
た
へ
そ
の
場
合
に
は
'
訓
読
文
を
ふ
ん
だ
ん
に
取
り
入
れ
な
が
ら
へ

と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
は
課
題
を
用
意
を
し
た
り
、
と
き
に
は
通
釈
的
な
口
語
訳

も
盛
り
こ
み
'
も
っ
と
と
っ
つ
き
や
す
い
漢
詩
読
本
を
つ
-
っ
て
み
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
o
た
ぶ
ん
に
夢
物
語
め
き
ま
す
が
'
こ
れ
か
ら
の
取
り
組
み

の
中
で
少
し
で
も
実
現
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
な
ら
、
漢
詩
指
導
の
新
た
な

面
も
ひ
ら
け
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

六
　
お
わ
り
に

最
後
に
'
漢
詩
指
導
の
め
あ
て
と
い
う
こ
と
で
'
私
邸
で
恐
縮
で
す
が
へ

父
の
話
と
兄
の
話
を
記
し
て
こ
の
報
告
を
終
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら

も
ず
い
ぶ
ん
前
の
こ
と
で
す
が
へ
父
か
ら
あ
る
掛
軸
の
読
み
方
を
た
ず
ね
ら

れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
掛
軸
に
は
'
均
整
の
と
れ
た
美
し
い
書
体
で
'

「
朝
節
白
帝
彩
雲
問
千
里
江
陵
l
日
還
両
岸
猿
磐
岬
不
姦
軽
舟
巳
過
前
垂

山
」
と
書
か
れ
て
い
ま
し
た
。
私
は
そ
の
字
数
を
数
え
へ
七
言
絶
句
だ
と
判

断
し
'
七
字
で
区
切
り
な
が
ら
へ
文
字
を
追
い
意
味
を
た
ど
り
ま
し
た
。
そ

し
て
へ
後
日
へ
辞
書
に
当
た
り
へ
　
そ
れ
が
李
白
の
「
早
発
白
帝
城
」
で
あ
る

こ
と
を
見
出
し
ま
し
た
。
父
に
大
意
を
話
し
へ
あ
ら
た
め
て
句
の
ま
と
ま
り

を
意
識
し
な
が
ら
そ
の
軸
を
見
る
と
'
詩
の
世
界
が
開
け
て
く
る
よ
う
に
感

じ
ら
れ
ま
し
た
。
私
は
へ
　
こ
の
こ
と
を
通
し
て
'
漢
詩
に
つ
い
て
の
知
識
の
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大
切
さ
を
認
識
し
'
父
に
も
そ
の
よ
う
な
手
立
て
が
思
い
浮
か
べ
ば
ど
ん
な

に
か
よ
か
っ
た
だ
ろ
う
か
と
思
っ
た
の
で
す
。
も
う
ひ
と
つ
は
'
家
族
で
テ

レ
ビ
を
見
て
い
て
t
 
N
H
K
の
大
河
ド
ラ
マ
「
山
河
燃
ゆ
」
の
題
字
が
画
面

に
映
し
出
さ
れ
た
時
の
こ
と
で
す
。
兄
は
'
す
か
さ
ず
「
国
破
れ
て
山
河
在

り
、
城
春
に
し
て
草
木
探
し
」
の
詩
句
を
口
ず
さ
み
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ
、

兄
は
高
校
の
機
械
科
を
卒
業
し
'
造
船
所
の
資
材
課
に
勤
め
て
い
ま
し
た
。

そ
ん
な
兄
か
ら
こ
の
こ
と
ば
を
間
い
た
の
で
'
私
は
ず
い
ぶ
ん
m
き
'
杜
甫

の
詩
句
が
兄
の
脳
出
に
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
漢
詩
の
力
と
い
う
も
の
を
感

じ
ま
し
た
。
兄
は
ず
い
ぶ
ん
得
意
そ
う
に
披
露
し
た
わ
け
で
す
が
へ
た
ぷ
ん

兄
は
杜
甫
が
そ
の
句
に
こ
め
た
深
い
意
味
ま
で
は
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
.
私
は
'
戦
乱
の
な
か
に
生
き
た
杜
市
の
感
慨
が
兄
の
印

象
の
中
に
し
っ
か
り
息
づ
い
て
い
た
ら
ど
ん
な
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
だ
ろ
う

か
と
恩
い
ま
し
た
。

こ
の
二
つ
の
こ
と
は
'
私
が
没
詩
指
導
を
実
践
し
て
い
く
め
あ
て
を
示
唆

す
る
も
の
と
し
て
'
と
て
も
大
切
に
思
っ
て
い
ま
す
。
漢
詩
が
一
人
の
人
生

に
か
か
わ
っ
て
い
く
と
こ
ろ
を
見
す
え
つ
つ
へ
今
後
の
漢
詩
指
導
の
実
践
に

向
か
っ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

(
広
島
大
学
附
属
高
等
学
校
教
諭
)
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