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第
一
問　

評
論

　

出
典
は
齋
藤
希
史
の
『
漢
文
脈
と
近
代
日 

本
』。
中
国
古
典
文
が
士
大
夫
階
層
の
も
の
で

あ
り
、
日
本
の
漢
文
学
習
も
士
族
階
級
の
も
の

で
あ
っ
た
こ
と
、
武
士
は
行
政
能
力
と
し
て
の

文
を
積
極
的
に
身
に
つ
け
よ
う
と
し
、
漢
文
が

統
治
へ
の
意
識
を
育
ん
だ
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　

問
１
は
例
年
通
り
漢
字
の
問
題
。「
棒
」「
占
」

「
功
」「
易
」「
契
」
と
や
さ
し
め
で
あ
っ
た
。

　

問
２
は
意
味
段
落
間
の
構
成
意
図
を
読
み
取

る
問
題
。
4
段
落
の
「
あ
る
特
定
の
思
考
や
感

覚
の
型
」
と
い
う
思
わ
せ
ぶ
り
な
表
現
は
、
後

に
種
明
か
し
さ
れ
る
こ
と
が
前
提
に
あ
る
。
そ

の
説
明
の
た
め
に
「
広
く
考
え
て
」
み
る
の
で

あ
る
。

　

問
３
は
6
〜
9
段
落
の
内
容
を
問
う
問
題
。

中
国
で
の
「
展
開
」
を
問
う
て
い
る
の
で
、
9

段
落
が
最
終
段
階
と
な
る
。
ち
な
み
に
、
⑤
の

よ
う
に
順
序
を
入
れ
替
え
る
選
択
肢
は
常
套
手

段
。
時
系
列
の
逆
転
、
原
因
と
結
果
の
逆
転
な

ど
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
足
元
を
す
く
わ
れ
な

い
よ
う
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

問
４
は
12
〜
17
段
落
の
内
容
を
問
う
問
題
。

設
問
は
、
傍
線
部
を
き
っ
か
け
と
し
て
ど
う
変

化
し
た
か
を
問
う
て
い
る
。
評
論
で
も
小
説
で

も
、「
あ
る
も
の
が
、
何
を
き
っ
か
け
に
、
ど

う
変
化
す
る
か
」
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。
そ

の
際
に
は
、「
〜
と
な
る
」「
〜
に
な
る
」
と
い

う
表
現
に
注
目
す
る
と
よ
い
。
こ
こ
で
は
「
自

己
確
認
も
ヨ
ウ
イ
に
な
る
」
が
ポ
イ
ン
ト
。

　

問
５
は
18
〜
20
段
落
の
内
容
に
つ
い
て
、
全

体
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
問
う
問
題
。
3
〜
4
段

落
の
「
思
考
や
感
覚
の
型
」
に
つ
い
て
述
べ
て

き
た
文
章
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
く
。

　

問
６
の
ⅰ
は
表
現
に
関
す
る
問
題
、
ⅱ
は
構

成
に
関
す
る
問
題
。
こ
れ
も
例
年
通
り
で
あ
る

が
、
毎
年
苦
心
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
か

と
い
っ
て
新
課
程
で
も
重
視
さ
れ
て
い
る
以
上
、

な
く
す
わ
け
に
も
い
く
ま
い
。

　

全
体
と
し
て
見
た
場
合
、
意
味
段
落
の
内
容

を
押
さ
え
た
上
で
全
体
の
ま
と
め
を
問
い
、
表

現
や
構
成
の
問
題
を
付
す
、
と
い
う
ス
タ
イ
ル

が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
漢
文
学
習
の
意
義
と
い

う
テ
ー
マ
か
ら
は
、「
古
典
に
関
す
る
近
代
以

降
の
文
章
」
を
盛
り
込
む
こ
と
を
求
め
た
新
指

導
要
領
の
影
響
を
読
み
取
る
こ
と
も
可
能
だ
が
、

そ
こ
に
こ
だ
わ
る
と
テ
ー
マ
が
あ
る
程
度
固
定

さ
れ
て
し
ま
う
の
で
、
来
年
度
以
降
も
こ
の
傾

向
が
続
く
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

第
二
問　

小
説

　

出
典
は
岡
本
か
の
子
の
「
快
走
」
の
全
文
。

女
学
校
を
出
て
か
ら
家
事
ば
か
り
し
て
い
た
道

子
が
、
銭
湯
へ
行
く
時
に
こ
っ
そ
り
ラ
ン
ニ
ン

グ
を
楽
し
む
よ
う
に
な
る
。
時
間
の
か
か
り
よ

う
を
不
審
に
思
っ
た
親
は
、
道
子
宛
の
手
紙
を

ひ
そ
か
に
読
ん
で
事
実
を
知
る
。
様
子
を
見
に

行
こ
う
と
道
子
の
後
を
追
い
か
け
た
親
た
ち
も
、

久
々
に
走
る
清
々
し
さ
を
覚
え
た
。

　

問
１
は
例
年
通
り
語
句
の
意
味
を
問
う
問
題
。

「
刻
々
に
」「
腰
を
折
ら
れ
て
」「
わ
れ
知
ら
ず
」

安
藤
延
明

セ
ン
タ
ー
試
験「
国
語
」の
傾
向
と
対
策
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セ
ン
タ
ー
試
験「
国
語
」の
傾
向
と
対
策

と
、
や
さ
し
め
で
あ
る
。
文
脈
に
よ
ら
ず
選
択

肢
だ
け
で
解
い
て
も
正
解
で
き
る
。

　

問
２
は
心
情
把
握
問
題
。
心
情
を
直
接
書
く

の
は
野
暮
な
の
で
、
行
動
や
表
情
を
通
し
て
察

す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
書
く
の
が
文
学
。

「
吐
息
を
つ
い
て
」
と
い
う
行
動
か
ら
読
み
取

れ
る
心
情
と
、「
吐
息
」
を
つ
い
た
理
由
の
組

み
合
わ
せ
で
判
断
す
る
。

　

問
３
も
心
情
把
握
問
題
で
あ
る
が
、「
内
面

の
動
き
」
と
あ
る
よ
う
に
、
心
情
の
変
化
を
問

う
て
い
る
。
問
２
で
確
認
し
た
心
情
が
、
走
る

と
い
う
き
っ
か
け
を
通
し
て
ど
う
変
化
し
た
か

を
読
み
取
る
。
小
説
問
題
の
王
道
で
あ
る
。

　

問
４
は
傍
線
を
付
さ
ず
、
あ
る
場
面
ま
で
の

人
間
関
係
を
問
う
問
題
。
32
〜
90
行
目
（「
道

子
は
〜
し
ま
っ
た
。」）
が
判
断
の
根
拠
と
な
る

た
め
、
時
間
を
要
し
た
の
で
は
な
い
か
。

　

問
５
も
心
情
把
握
問
題
で
、
二
か
所
の
「
笑

い
」
に
現
れ
た
心
情
の
違
い
を
読
み
取
る
。
同

じ
よ
う
な
行
動
で
も
、
場
面
に
よ
り
心
情
は
異

な
る
。
こ
こ
で
は
傍
線
部
Ｄ
「
娘
の
こ
と
も
忘

れ
て
」
に
注
目
す
る
。「
俺
達
は
案
外
ま
だ
若

い
ん
だ
ね
」
と
い
う
言
葉
が
微
妙
に
身
に
染
み

た
。
無
心
に
体
を
動
か
し
汗
を
流
す
爽
快
感
は
、

時
代
も
年
代
も
超
え
る
。

　

問
６
は
例
年
通
り
表
現
に
関
す
る
問
題
で
、

六
つ
の
選
択
肢
か
ら
二
つ
を
選
ぶ
形
式
も
同
じ

で
あ
っ
た
。
①
は
視
点
、
②
は
伏
線
、
③
は
同

語
の
使
い
分
け
、
④
は
比
喩
と
色
彩
感
、
⑤
は

人
物
造
形
、
⑥
は
焦
点
人
物
と
人
称
の
変
化
、

と
で
も
分
類
で
き
よ
う
か
。
⑤
は
何
と
か
ひ
ね

り
出
し
た
と
い
う
感
の
あ
る
選
択
肢
。
ど
の
よ

う
な
表
現
が
ど
の
よ
う
な
効
果
に
つ
な
が
る
か

に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
パ
タ
ー
ン
を
つ
か
ん

で
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
表
現
は
新
課
程
で
も

重
視
さ
れ
て
お
り
、
来
年
以
降
も
出
題
が
予
想

さ
れ
る
。

　

語
句
、
心
情
把
握
、
表
現
と
い
う
問
題
構
成

は
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
も
の
で
あ
っ
た
。
た
だ

し
、
問
４
や
問
６
の
よ
う
に
広
範
囲
を
通
じ
て

吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
設
問
が
あ
り
、
解

答
に
は
時
間
を
要
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
三
問　

古
文

　

出
典
は『
源
氏
物
語
』の「
夕
霧
」。
実
直
だ
っ

た
夕
霧
が
落
葉
宮
と
関
係
を
持
ち
、
雲
居
雁
が

実
家
へ
帰
る
と
い
う
修
羅
場
で
あ
る
。
男
女
の

愛
憎
に
は
人
間
の
普
遍
的
な
姿
が
現
れ
る
と
は

い
え
、
結
婚
に
関
す
る
現
代
と
の
習
俗
の
違
い

は
押
さ
え
て
お
き
た
い
。

　

問
１
は
例
年
通
り
語
句
問
題
。「
い
か
さ
ま

な
り
」「
な
め
げ
さ
」「
ら
う
た
げ
な
り
」「
聞

こ
ゆ
」「
い
ざ
給
へ
」
な
ど
が
ポ
イ
ン
ト
で
、

難
し
く
は
な
い
。（
ア
）
④
は
「
い
か
さ
ま
」

を
イ
ン
チ
キ
の
意
味
で
と
ら
え
て「
だ
ま
し
て
」

と
訳
し
た
選
択
肢
。
時
折
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う

な
お
遊
び
（
？
）
が
受
験
生
の
心
を
な
ご
ま
せ

る
か
逆
な
で
す
る
か
は
定
か
で
な
い
。

　

問
２
も
例
年
通
り
文
法
問
題
。「
な
め
り
」 

「
驚
か
れ
給
う
て
」「
の
た
ま
ひ
は
て
ば
」「
言

ひ
知
ら
せ
奉
り
給
ふ
」
と
、
こ
れ
も
難
し
く
は

な
い
。

　

問
３
は
「
上
を
恋
ひ
奉
り
て
愁
へ
泣
き
給
ふ

を
」
を
踏
ま
え
て
解
く
。
そ
の
際
、注
８
「
上
」

が
決
め
手
と
な
る
。
リ
ー
ド
文
と
語
注
は
必
ず

確
認
さ
せ
る
よ
う
に
し
た
い
。

　

問
４
は
心
情
把
握
問
題
で
、
こ
れ
も
注
12 

「
中
空
」
が
ポ
イ
ン
ト
。
落
葉
宮
と
も
雲
居
雁

と
も
険
悪
に
な
り
「
も
の
懲
り
し
ぬ
べ
う
」
思 

う
、
根
が
真
面
目
な
夕
霧
。
当
時
は
恋
愛
に
伴

う
期
待
や
不
安
、
嫉
妬
な
ど
も
含
め
て
楽
し
む

の
が
「
色
好
み
」
と
さ
れ
た
の
だ
が
、「
い
か

な
る
人
、
か
う
や
う
な
る
こ
と
、
を
か
し
う
お

ぼ
ゆ
ら
ん
」
と
い
う
言
葉
に
は
、「
お
前
の
親

父
や
！
」
と
突
っ
込
み
を
入
れ
た
受
験
生
も
多

か
っ
た
ろ
う
。
な
お
、
④
の
「
死
に
そ
う
な
ほ

ど
」
は
「
も
の
懲
り
し
ぬ
べ
う
」
を
「
死
ぬ
」

と
し
た
選
択
肢
。
例
に
よ
っ
て
例
の
ご
と
し
。

　

問
５
は
難
し
い
。
Ｂ
の
「
見
飽
き
給
ひ
に
け

る
」「
直
る
」
の
尊
敬
語
の
有
無
が
ポ
イ
ン
ト
で
、

見
飽
き
た
の
は
相
手
、
直
る
の
は
自
分
。
敬
語
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に
よ
る
主
語
の
判
断
は
必
須
の
力
で
あ
る
。

　

問
６
は
内
容
一
致
問
題
。
③
は
「
す
ぐ
さ 

ま
」
が
不
適
当
で
、「
奉
れ
給
へ
ど
」「
暮
ら
し

て
み
づ
か
ら
参
り
給
へ
り
」
が
そ
の
根
拠
と
な

る
が
、
こ
れ
も
難
し
い
。
例
年
の
よ
う
な
表
現

問
題
で
は
な
か
っ
た
が
、「
あ
や
ふ
し
」
な
ど

文
中
の
語
句
を
引
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
表

現
問
題
的
に
し
よ
う
と
す
る
意
図
が
感
じ
ら
れ

る
。
新
課
程
で
も
表
現
を
重
視
し
て
お
り
、
表

現
問
題
が
復
活
す
る
可
能
性
は
高
い
と
思
わ
れ

る
。

　

和
歌
が
出
題
さ
れ
な
か
っ
た
の
も
今
年
度
の

特
徴
で
あ
る
が
、
和
歌
は
心
情
把
握
の
面
で
も

表
現
の
面
で
も
出
題
し
や
す
い
の
で
、
こ
れ
も

今
後
の
復
活
が
予
想
さ
れ
る
。
全
体
と
し
て
主

語
の
省
略
や
な
じ
み
の
薄
い
古
語
も
多
く
、
読

み
取
り
づ
ら
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

第
四
問　

漢
文

　

出
典
は
『
陸
文
定
公
集
』
と
い
う
明
代
の
書

で
あ
る
。
江
南
で
は
筍
を
食
べ
る
と
い
う
話
か

ら
始
ま
っ
て
、
美
味
な
も
の
は
伐
ら
れ
る
が
不

味
な
も
の
は
伐
ら
れ
ず
に
す
む
と
述
べ
、
荘
子

の
「
無
用
の
用
」
と
同
じ
だ
と
結
ば
れ
る
。

　

問
１
は
例
年
通
り
語
の
意
味
を
問
う
問
題
だ

が
、
ど
ち
ら
も
送
り
仮
名
が
省
か
れ
て
い
る
。

（
１
）
は
「
な
ら
ひ
と
す
」、（
２
）
は
「
た
つ

と
ぶ
」
と
訓
読
す
る
。

　

問
２
も
例
年
通
り
返
り
点
の
つ
け
方
と
読
み

方
を
問
う
問
題
。「
好
事
者
」
は
物
好
き
な
者
。

「
目
」
は
評
価
す
る
意
で
、
筍
好
き
な
者
は
若

く
瑞
々
し
い
筍
を
評
価
し
て
伸
び
た
筍
は
と
ら

な
い
と
い
う
こ
と
。「
Ａ
ス
ル
ニ
Ｂ
ヲ
モ
ッ
テ

ス
」
は
頻
出
の
句
形
で
、
そ
こ
に
気
づ
け
ば
正

解
で
き
る
が
、
文
意
を
と
る
の
が
難
し
い
。

　

問
３
は
対
と
な
る
語
の
組
み
合
わ
せ
を
選
ぶ

問
題
。「
甘
」は
う
ま
い
、「
苦
」は
ま
ず
い
。「
取
」

は
採
取
す
る
、「
棄
」
は
放
置
す
る
。
対
句
表

現
は
も
ち
ろ
ん
、
対
と
な
る
語
に
注
意
し
て
読

む
習
慣
を
つ
け
た
い
。

　

問
４
は
再
読
文
字
「
猶
」
が
理
解
で
き
て
い

れ
ば
難
し
く
は
な
い
。
た
だ
、
問
１
と
同
じ
く

送
り
仮
名
が
省
か
れ
て
い
る
。

　

問
５
は
書
き
下
し
文
の
問
題
で
、
形
式
に
違

い
は
あ
る
も
の
の
、
問
２
と
同
じ
タ
イ
プ
の
問

題
で
あ
る
。「
莫
不
（
ざ
る
は
な
し
）」
の
句
形

が
わ
か
れ
ば
絞
り
込
め
る
。
ま
た
「
取
」「
棄
」

に
注
目
す
れ
ば
、「
貴
」「
賤
」
は
「
甘
」「
苦
」

の
言
い
換
え
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
語
の
対

応
関
係
を
意
識
し
て
読
む
習
慣
を
つ
け
た
い
。

　

問
６
は
文
章
の
構
成
を
問
う
問
題
。
表
現
や

構
成
に
つ
い
て
は
新
課
程
で
も
重
要
視
さ
れ
て

い
る
の
で
、
今
後
も
出
題
が
予
想
さ
れ
る
。
ま

ず
具
体
的
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
述
べ
、
最
後
に
一
般

化
し
て
ま
と
め
る
、
と
い
う
構
成
は
随
筆
の
典

型
で
あ
る
。

　

問
７
は
書
き
下
し
文
と
解
釈
を
問
う
問
題
。

「
豈
〜
耶
」
だ
け
を
見
て
反
語
だ
と
早
と
ち
り

さ
せ
よ
う
と
い
う
魂
胆
で
あ
ろ
う
。
傍
線
部
だ

け
で
判
断
す
る
と
間
違
え
る
と
い
う
、
最
近
の

傾
向
に
あ
て
は
ま
る
。
た
だ
し
、
内
容
を
理
解

し
て
い
れ
ば
選
択
肢
後
半
の
主
張
の
説
明
部
分

だ
け
で
も
正
解
で
き
る
の
で
、
内
容
一
致
問
題

と
も
言
え
る
。

　

今
回
は
、
問
２
・
問
５
・
問
７
と
、
合
わ
せ

て
三
題
も
書
き
下
し
文
に
関
わ
る
設
問
が
あ
っ

た
。
ま
た
、
問
１
や
問
４
で
も
傍
線
部
の
送
り

仮
名
が
省
か
れ
て
い
た
。
全
体
と
し
て
手
掛
か

り
が
少
な
く
、
話
題
も
受
験
生
の
日
常
的
関
心

と
は
結
び
つ
き
に
く
か
っ
た
た
め
、
読
み
取
り

づ
ら
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

今
年
度
の
平
均
点
は
98
・
67
点
で
、
史
上
初

め
て
５
割
を
切
っ
た
。
ま
た
13
年
ぶ
り
に
満
点

が
出
ず
、
最
高
点
は
195
点
で
あ
っ
た
。

　

昨
年
度
の
小
林
秀
雄
に
せ
よ
、
今
年
度
の
古

文
漢
文
に
せ
よ
、
確
か
に
難
し
い
。
し
か
し
、

読
解
の
基
本
が
変
わ
る
わ
け
で
は
な
い
。
受
験

勉
強
を
狭
く
と
ら
え
ず
、
そ
れ
ま
で
の
読
書
や

思
索
の
経
験
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
あ

ろ
う
。（
あ
ん
ど
う 

の
ぶ
あ
き
・
高
槻
中
学
校
・
高
等
学
校
）


