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漢
字
の
現
存
す
る
最
古
の
も
の
が
、
い
わ
ゆ
る
甲
骨
文
字
で
あ
る
こ
と
は
ほ
ぼ
常
識
で
、
河
南
省
安
陽
市
小し
ょ
う

屯と
ん

村
の
い

わ
ゆ
る
殷い
ん

墟き
ょ

か
ら
大
量
に
出
土
、
漢
字
研
究
・
殷
代
史
研
究
の
根
本
史
料
と
な
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
程
度
の
こ
と
は
、
本

誌
の
読
者
な
ら
、
ど
な
た
も
ご
存
知
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
殷
代
後
期
（
殷
王
朝
第
二
十
二
代
武
丁
か
ら
殷
末
王
紂
・
帝
辛
の
間
。

西
暦
前
十
四
〜
十
一
世
紀
）
の
所
産
で
、
十
九
世
紀
末
よ
り
今
日
ま
で
十
万
片
前
後
発
見
さ
れ
た
、
文
字
数
に
し
て
六
千
字

前
後
は
あ
ろ
う
か
と
い
う
大
文
字
群
で
あ
っ
て
、
す
で
に
、
か
な
り
発
達
し
た
文
字
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
当
然
、
こ
れ

を
遡
る
、
よ
り
未
発
達
な
漢
字
が
発
見
さ
れ
る
に
相
違
な
い
、
と
多
く
の
人
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

た
し
か
に
、
新
石
器
時
代
以
来
の
多
く
の
考
古
遺
物
の
上
に
、
文
字
ふ
う
の
も
の
が
刻
み
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
多
数
発

見
さ
れ
て
い
て
、
中
山
大
学
の
曾
憲
通
教
授
の
集
計
で
は
、
三
十
ケ
所
以
上
か
ら
八
百
六
十
箇
ほ
ど
の
文
字
様
の
も
の
が
見

つ
か
っ
て
い
る
、
と
さ
れ
る
。
そ
の
う
ち
で
、
最
も
古
い
か
と
思
わ
れ
る
一
例
を
あ
げ
る
な
ら
、
河
南
省
舞
陽
賈
湖
新
石
器

集
落
遺
跡
か
ら
出
土
の
、
ほ
ぼ
八
千
年
前
と
考
え
ら
れ
る
亀
甲
や
骨
器
・
石
器
等
に
は
、
様
々
な
刻
文
が
見
ら
れ
る（
１
）。
た
だ

問
題
は
、
こ
れ
ら
全
て
が
単
体
の
も
の
で
、
二
つ
以
上
が
連
続
し
た
も
の
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
、
言
葉
と
の
関
係
が
わ

か
ら
な
い
。
文
字
で
あ
る
と
判
定
す
る
に
は
、
そ
れ
が
言
葉
を
写
し
と
る
機
能
を
も
つ
こ
と
が
確
認
で
き
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
漢
字
で
あ
る
た
め
に
は
、
漢
文
を
綴
る
機
能
を
持
っ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　

＊

　

殷
代
中
期
（
第
十
代
仲
丁
〜
第
二
十
一
代
小
乙
。
前
十
五
〜
十
四
世
紀
）
は
、
古
文
献
上
で
は
そ
の
間
に
遷
都
を
五
回
繰
り

消
え
た（
？
）最
古
の
漢
文

松ま
つ　

丸ま
る　

道み
ち　

雄お

巻
頭
随
想
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返
し
た
と
さ
れ
、
考
古
学
的
に
は
、
二
、三
の
候
補
は
あ

る
も
の
の
、
確
定
せ
ず
発
掘
も
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
。

　

遡
っ
て
殷
代
前
期
の
都
城
が
河
南
省
の
省
都
で
あ
る
鄭て
い

州し
ゅ
う

市
と
重
な
る
こ
と
は
一
九
五
〇
年
に
確
認
さ
れ
、
大

都
会
の
地
下
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
発
掘
も
な
か
な
か
思
う

に
ま
か
せ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
こ
れ
ま
で
六
十
年
以

上
に
亙
っ
て
営
々
と
発
掘
が
続
け
ら
れ
、
殷
の
開
祖
の
大

乙
・
唐
（
文
献
で
は
湯
）
以
来
、
第
十
代
中
丁
の
初
期
ま

で
の
都
城
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
実
は
、
こ
の
鄭
州
城
の
発
掘
が
は
じ
ま
っ
た
ご
く
初
期
、
一
九
五
三

年
に
、
十
文
字
の
連
続
し
た
刻
文
を
も
つ
一
片
の
牛
骨
が
発
見
さ
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
（
奇
し
く
も
本
年
は
こ
れ
が
発
見
さ
れ
て
、

還
暦
に
当
た
る
）。

　

私
が
そ
れ
を
知
っ
た
の
は
、『
考
古
学
報
』
一
九
五
七
年
第
一
期
に
載
っ
た
河
南
省
文
物
工
作
隊
第
一
隊
に
よ
る
は
じ
め

て
の
簡
報
「
鄭
州
商
城
遺
址
的
発
掘
」
に
よ
っ
て
で
あ
っ
て
、
当
時
、
東
洋
史
学
科
三
年
生
、
た
だ
し
そ
の
頃
の
日
本
で
は
、

京
大
・
梅
原
末
治
教
授
、
東
大
・
関
野
雄
助
教
授
は
、
孰い
ず

れ
も
「
鄭
州
城
は
殷
墟
よ
り
降く
だ

る
、
お
そ
ら
く
戦
国
時
代
の
退
化

形
式
。
殷
墟
よ
り
古
い
な
ど
あ
り
え
な
い
」
と
の
ご
意
見
だ
っ
た
。

　

こ
の
簡
報
で
は
、
当
片
刻
字
を
「
又
屮
土
羊
乙
貞
從
受
十
月
」
と
読
ん
だ
上
で
、〝
句
法
を
成
し
て
お
ら
ず
、
当
時
の
習

刻
（
手
習
い
）
の
文
字
だ
ろ
う
〟
と
し
て
い
た（
２
）。

私
も
そ
れ
を
真
に
受
け
て
、
関
心
は
も
っ
て
い
た
も
の
の
、
そ
れ
以
上
、

深
く
考
え
ず
に
い
た
。

　
（
今
は
）
週
二
回
発
行
さ
れ
る
『
中
国
文
物
報
』
と
い
う
新
聞
を
、
私
は
航
空
便
で
取
り
寄
せ
て
欠
か
さ
ず
眼
を
通
し
て

い
る
が
、
そ
の
二
〇
〇
三
年
六
月
十
三
日
号
の
、
李
維
明
「
鄭
州
出
土
商
代
牛
肋
骨
新
識
」
と
い
う
小
さ
な
囲
み
記
事
を
見

て
驚
い
た
。
あ
の
鄭
州
出
土
刻
字
骨
は
、
デ
タ
ラ
メ
に
文
字
の
練
習
に
刻
し
た
も
の
で
は
な
く
、
一
連
の
占
卜
文
と
し
て
読

1953 年鄭州二里岡発見
殷前期刻字牛肋骨拓本（原寸）
『考古学報』1957 年第 1期
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む
べ
き
だ
、
と
の
主
張
で
あ
る
。
冒
頭
は
、「
又（
祐
）
乇（
亳
）
土（
社
）
羊
、
…
」
で
、「
亳
の
社
に
羊
を
献
ず
る
に
、
…
」

の
意
味
だ
ろ
う
、
と
す
る
。
成
程
…
と
私
は
感
心
し
た
。「
亳
」
は
、
今
の
鄭
州
の
古
名
だ
と
す
る
有
力
な
説
が
あ
る
し
、

「
社
」
と
は
、
古
典
中
に
「
社
・
稷
」
と
並
称
し
て
出
て
く
る
土
地
神
の
こ
と
だ
と
考
え
う
る（
３
）。

　

そ
の
二
年
後
の
二
〇
〇
五
年
十
月
、
私
は
洛
陽
近
く
の
偃
師
市
で
の
国
際
学
会
に
参
加
、
そ
の
遺
跡
見
学
バ
ス
で
偶
々
隣

り
合
い
、
名
刺
交
換
し
た
青
年
が
初
対
面
の
李
維
明
氏
（
北
京
・
国
家
博
物
館
研
究
員
）
だ
っ
た
。
名
前
に
覚
え
の
あ
っ
た
私

が
、
氏
の
甲
骨
読
法
を
讃
え
る
と
、「
外
国
の
学
者
が
、
あ
の
小
文
を
読
ん
で
く
れ
た
と
は
…
」
と
頰
を
紅
潮
さ
せ
た
。
そ

の
直
後
の
こ
れ
に
つ
い
て
の
学
会
で
の
私
の
発
言
が
、『
中
国
文
物
報
』
同
年
十
二
月
二
日
号
に
掲
載
さ
れ
、
更
に
こ
れ
に

つ
い
て
の
李
氏
の
コ
メ
ン
ト
も
翌
年
一
月
六
日
号
に
出
た
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
で
こ
の
刻
文
に
つ
い
て
の
議
論
が
に
わ
か
に

活
発
に
な
っ
て
、
そ
の
後
こ
れ
を
巡
っ
て
十
篇
近
く
の
論
文
が
で
て
い
る
。

　

殷
墟
文
字
を
遡
る
唯
一
の
〝
漢
文
〟
の
実
物
を
見
た
く
て
、
こ
れ
を
保
管
し
て
い
る
は
ず
の
鄭
州
の
河
南
省
文
物
考
古
研

究
所
に
申
し
入
れ
た
が
、
他
の
い
ろ
い
ろ
は
見
せ
て
く
れ
る
の
に
、
こ
れ
だ
け
は
だ
め
で
、
不
思
議
に
思
っ
て
い
る
。
今
も

一
九
五
〇
年
代
の
表
面
の
粗
末
な
写
真
と
不
完
全
な
拓
本
が
公
開
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
カ
ラ
ー
写
真
も
裏
面
の
モ
ノ
ク
ロ

写
真
も
未
発
表
の
ま
ま
で
あ
る
。〝
最
古
の
漢
文
〟
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
私
は
祈
っ
て
い
る
。

注
（
１
）
河
南
省
文
物
考
古
研
究
所
『
舞
陽
賈
湖
』（
科
学
出
版
社
、
一九九八）

注
（
２
）�

後
に
知
っ
た
が
こ
れ
の
最
初
の
文
献
は
陳
夢
家
「
解
放
後
甲
骨
的
新
資
料
和
整
理
研
究
」�

『
文
物
参
考
資
料
』
一
九
五
四
年
第
五
期
で
、
簡
報
の
見
解
は
、
こ
こ
で
の
陳
氏
の
見
解

を
ほ
ぼ
踏
襲
し
て
い
る
。

注
（
３
）�

例
え
ば
、
赤
塚
忠
「
殷
王
朝
に
お
け
る
〝
土
〟
の
祭
祀
」『
中
国
古
代
の
宗
教
と
文
化
』�

（
角
川
書
店
、
一九七七）
参
照
。

松
丸　

道
雄
（
ま
つ
ま
る　

み
ち
お
）

一
九
三
四
（
昭
和
九
）─
。
東
京
大
学
名
誉
教
授
。

主
な
編
著
書
─
『
西
周
青
銅
器
と
そ
の
国
家
』『
甲
骨
文
字
字
釈
綜
覧
』
な
ど
。

本
年
四
月
小
社
刊
『
中
国
文
化
史
大
事
典
』
編
集
委
員
。
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【座談会】
も
う
漢
文
指
導
に

迷
わ
な
い
！

漢
文
を
め
ぐ
る
状
況

橘　

橘
と
申
し
ま
す
。
大
学
・
大
学
院
と
漢

文
を
専
門
と
し
て
き
た
の
で
す
が
、
自
分
で

興
味
を
持
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
学
ぶ
の
と
、

そ
の
面
白
さ
を
生
徒
に
伝
え
る
の
は
違
う
と

い
う
こ
と
を
日
々
痛
感
し
て
い
ま
す
。
本
日

は
ど
う
し
た
ら
漢
文
の
楽
し
さ
を
伝
え
ら
れ

る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
中
心
に
お
話
を
伺

い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

北
久
保　

北
久
保
と
申
し
ま
す
。
私
は
普
段

ど
う
し
て
も
読
む
こ
と
だ
け
に
偏
っ
た
授
業

を
し
て
い
る
と
感
じ
て
い
ま
す
の
で
、
ど
う

す
れ
ば
生
徒
が
も
っ
と
主
体
的
に
動
く
授
業

を
展
開
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
伺
い
た 　

新
指
導
要
領
で
は
、
小
・
中
・
高
を
通
し
て
伝
統
的
な
言
語
文
化
の

重
視
が
目
標
の
一
つ
と
さ
れ
、
古
典
指
導
の
必
要
性
は
ま
す
ま
す
高

ま
っ
て
い
ま
す
。
一
方
、
学
校
現
場
で
は
、
古
典
を
専
門
と
す
る
先
生

が
減
り
、
特
に
漢
文
指
導
に
悩
む
先
生
方
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

本
誌
で
は
、
そ
ん
な
先
生
方
の
悩
み
に
応
え
る
べ
く
、
漢
文
指
導
に

関
し
て
若
手
と
ベ
テ
ラ
ン
の
交
流
を
は
か
る
座
談
会
を
企
画
し
ま
し
た
。

塚つ
か

田だ

勝か
つ

郎ろ
う

松ま
つ

家い
え　

滋し
げ
る　

北き
た

久く

保ぼ

友ゆ

希き

橘た
ち
ば
な

　

和か
ず

久ひ
さ

�

（
聞
き
手
＝
編
集
部
）

い
と
思
い
ま
す
。
私
の
勤
務
校
は
、
セ
ン

タ
ー
試
験
の
平
均
点
が
今
年
は
七
○
点
前
後
。

セ
ン
タ
ー
で
漢
文
を
受
け
る
生
徒
も
限
ら
れ

て
い
て
、
授
業
で
漢
文
を
二
○
○
人
受
け
る

と
す
れ
ば
そ
の
四
分
の
一
、五
○
人
し
か
試

験
は
受
け
ま
せ
ん
。
そ
の
た
め
古
典
の
授
業

は
古
文
が
メ
イ
ン
に
な
り
ま
す
し
、
古
文
の

力
が
あ
れ
ば
漢
文
の
問
題
も
解
け
る
、
と
い

う
考
え
で
授
業
を
進
め
て
い
る
先
生
が
多
数

派
だ
と
思
い
ま
す
。

橘　

私
の
勤
務
校
は
い
わ
ゆ
る
進
学
校
に
分

類
さ
れ
る
学
校
で
す
。
二
年
生
か
ら
文
系
理

系
で
コ
ー
ス
が
分
か
れ
、
三
年
生
に
な
る
と
、

さ
ら
に
私
立
文
系
・
国
立
文
系
・
文
系
東

大
・
私
立
理
系
・
国
立
理
系
の
五
つ
に
分
か

れ
ま
す
。
理
系
志
望
の
生
徒
が
多
く
、
文
系

で
も
受
験
で
漢
文
を
使
わ
な
い
者
が
い
ま
す

し
、
漢
文
学
習
に
対
す
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

の
高
い
生
徒
は
さ
ほ
ど
多
く
は
な
い
よ
う
に

感
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
我
々
教
員
も
、
古

典
の
時
間
が
足
り
な
い
場
合
に
は
古
文
を
優

先
し
、
や
む
を
得
ず
漢
文
を
後
回
し
に
し
て

し
ま
う
こ
と
が
あ
り
、
何
と
か
し
た
い
と

思
っ
て
い
ま
す
。
国
語
科
は
中
高
あ
わ
せ
て

専
任
が
十
四
人
い
る
の
で
す
が
、
昨
年
は
漢

文
専
門
の
者
は
私
を
含
め
て
二
人
で
し
た
。

さ
ら
に
お
一
人
は
本
年
三
月
で
ご
定
年
で
、

そ
の
後
の
補
充
も
な
く
、
現
在
専
門
は
私
一

人
と
い
う
状
況
で
す
。

北
久
保　

私
の
勤
務
校
は
国
語
科
八
人
で
、
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●特集＝漢文教師を「育てる」

漢
文
専
門
の
方
は
い
ま
せ
ん
。
私
も
大
学
で

の
専
門
は
心
理
学
で
、
大
学
院
で
国
語
教
育

を
学
び
ま
し
た
。

─
─
厳
し
い
状
況
の
中
で
、
ど
な
た
で
も
教
え

ら
れ
る
よ
う
な
漢
文
を
め
ざ
し
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

松
家　

松
家
と
申
し
ま
す
。
若
い
方
が
漢
文

を
苦
手
だ
と
い
う
の
は
前
々
か
ら
聞
い
て
い

ま
す
。
ぼ
く
は
都
国
研
（
都
立
高
校
国
語
科

の
教
員
団
体
）
で
教
材
研
究
の
研
修
会
を
続

け
て
い
て
、
一
昨
年
は
月
一
回
、
年
間
を
通

し
て
漢
文
教
材
研
究
の
連
続
講
座
を
行
い
、

お
か
げ
さ
ま
で
好
評
で
し
た
。
現
勤
務
校
は

少
し
変
わ
っ
て
い
ま
し
て
、
在
京
外
国
人
枠

と
、
海
外
の
日
本
人
学
校
を
卒
業
し
た
生
徒

の
枠
が
あ
り
、
日
本
語
が
ほ
と
ん
ど
で
き
な

い
子
も
入
っ
て
き
ま
す
。
セ
ン
タ
ー
試
験
で

漢
文
が
必
要
な
生
徒
は
最
終
的
に
一
桁
く
ら

い
な
の
で
、
ぼ
く
は
セ
ン
タ
ー
対
策
の
授
業

は
あ
ん
ま
り
し
な
い
ん
で
す
（
笑
）。
時
に

は
中
国
籍
の
生
徒
と
授
業
中
に
中
国
の
歌
を

歌
っ
て
部
分
否
定
を
覚
え
た
り
す
る
。「
楽

し
い
漢
文
教
室
」、
と
い
う
も
の
を
め
ざ
し
て

や
っ
て
い
ま
す
。

塚
田　

塚
田
と
申
し
ま
す
。
三
十
七
年
間
の

教
員
生
活
の
中
で
、
今
の
学
校
を
含
め
て
三

つ
の
学
校
を
経
験
し
ま
し
た
。
漢
文
が
好
き

だ
と
い
う
生
徒
、
受
験
の
た
め
仕
方
が
な
い

か
ら
漢
文
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
生
徒
、
漢

文
な
ん
て
冗
談
じ
ゃ
な
い
と
い
う
生
徒
、
い

ろ
い
ろ
な
出
会
い
が
あ
っ
た
中
で
、
結
局
、

私
が
好
き
な
作
品
を
中
心
に
ど
の
学
校
で
も

や
っ
て
き
た
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
ま
す
。

今
日
は
若
い
先
生
方
か
ら
た
く
さ
ん
質
問
が

出
て
も
、
う
ま
く
答
え
ら
れ
る
自
信
は
な
い

ん
で
す
。
で
も
、
こ
ん
な
経
験
が
あ
り
ま
す
、

こ
ん
な
失
敗
を
し
ま
し
た
、
と
い
う
こ
と
は

出
せ
る
と
思
い
ま
す
。
ど
ん
ど
ん
聞
い
て
く

だ
さ
い
。

「
こ
れ
だ
け
は
教
え
た
い
」
教
材

塚
田　

北
久
保
先
生
は
教
材
研
究
は
ど
ん
な

ふ
う
に
や
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
か
。

北
久
保　

ま
ず
は
、
指
導
書
に
あ
た
る
こ
と

か
ら
始
め
ま
す
。
語
句
で
ど
こ
を
調
べ
さ
せ

る
か
、
予
習
の
部
分
を
決
め
、
あ
と
は
授
業

で
ど
こ
を
重
点
に
す
る
か
を
決
め
て
い
き
ま

す
。
一
時
間
の
中
で
二
つ
ほ
ど
山
場
が
決
ま

る
よ
う
に
配
分
し
ま
す
。

塚
田　

こ
の
教
材
を
や
ろ
う
と
い
う
の
は
自

分
で
決
め
る
の
で
す
か
、
そ
れ
と
も
教
科
の

中
で
申
し
合
わ
せ
が
あ
る
の
で
す
か
。

北
久
保　

教
科
で
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
都
立

高
校
で
は
年
間
シ
ラ
バ
ス
を
年
度
当
初
に
公

表
し
、
そ
れ
を
も
と
に
授
業
を
進
め
る
こ
と

に
な
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
前
年
度
中
に
担
当

者
未
定
の
ま
ま
提
出
が
求
め
ら
れ
る
た
め
、

前
年
度
担
当
者
の
シ
ラ
バ
ス
を
そ
の
ま
ま
引

き
継
ぐ
こ
と
も
起
こ
っ
て
い
ま
す
。

塚
田　

す
る
と
先
生
が
つ
ま
ら
な
い
と
思
っ

て
授
業
を
す
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
か
。

北
久
保　

意
に
沿
わ
な
い
こ
と
は
あ
り
ま
す

ね
（
笑
）。
私
な
ら
現
代
文
の
短
歌
と
古
文

の
和
歌
を
あ
わ
せ
て
や
り
た
い
な
、
と
か
。

橘　和久（たちばな・かずひさ）
私立城北中学・高校勤務 2年目。
今年度は主に高校 1年生を担当。
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松
家　

シ
ラ
バ
ス
は
学
校
に
よ
っ
て
随
分
扱

い
が
違
い
ま
す
ね
。
ぼ
く
は
、
あ
ま
り
束
縛

さ
れ
ず
に
や
っ
て
く
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

だ
い
た
い
の
大
枠
は
決
め
る
も
の
の
、
具
体

的
な
中
身
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
数
年
は
、
基

本
的
に
若
い
方
が
や
り
た
い
も
の
に
こ
ち
ら

が
合
わ
せ
る
形
で
や
っ
て
き
ま
し
た
。
も
し

み
ん
な
で
作
る
の
だ
っ
た
ら
、
む
し
ろ
若
い

方
た
ち
が
作
っ
て
み
て
、
そ
れ
を
ベ
テ
ラ
ン

が
手
直
し
を
す
る
と
い
う
方
法
が
い
い
ん

じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
ね
。
学
校
の
雰
囲

気
も
あ
る
の
で
一
概
に
は
言
え
な
い
で
す
け

れ
ど
も
。

橘　

我
が
校
で
も
や
は
り
、
初
め
に
年
間
計

画
を
提
出
し
て
、
基
本
的
に
は
そ
れ
に
従
っ

て
授
業
を
や
っ
て
い
き
ま
す
が
、
教
材
を
変

更
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
昨
年
度

は
、
時
間
が
不
足
し
て
い
る
、
生
徒
の
理
解

が
追
い
つ
い
て
い
な
い
、
な
ど
の
理
由
か
ら
、

先
生
同
士
で
話
し
合
っ
て
よ
り
短
い
教
材
に

変
え
た
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
う
い
う
意

味
で
は
か
な
り
柔
軟
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

塚
田　

私
は
授
業
と
い
う
の
は
、
も
っ
と
素

朴
に
考
え
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
と
思

い
ま
す
ね
。
ま
ず
教
師
が
や
り
た
い
も
の
を

や
る
、
楽
し
い
も
の
を
選
ん
で
や
る
と
い
う

よ
う
な
。
一
年
分
の
授
業
の
計
画
を
四
月
の

初
め
に
出
す
と
い
う
の
は
実
は
大
変
な
こ
と

で
す
。

松
家　

シ
ラ
バ
ス
を
つ
く
る
に
し
て
も
「
こ

れ
だ
け
は
教
え
た
い
」
と
い
う
も
の
を
し
っ

か
り
持
つ
こ
と
は
大
事
だ
と
思
う
ん
で
す
ね
。

ぼ
く
な
ん
か
も
、
こ
ち
ら
が
あ
ま
り
楽
し
め

な
い
も
の
と
い
う
の
は
、
教
え
て
い
て
も
ど

う
し
て
も
テ
ン
シ
ョ
ン
が
下
が
っ
て
、
こ
れ

を
選
ん
で
失
敗
し
た
な
、
と
思
う
こ
と
が
今

ま
で
何
回
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
ぼ
く

ら
が
対
象
に
し
て
い
る
の
は
生
き
て
い
る
生

徒
だ
し
、
授
業
は
ラ
イ
ブ
で
す
か
ら
、
当
た

り
前
の
こ
と
な
ん
で
す
。
ま
た
こ
ち
ら
の
思

い
込
み
で
や
っ
て
も
、
全
然
手
応
え
が
な

い
っ
て
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
だ
、「
こ
れ

だ
け
は
教
え
た
い
」
と
い
う
も
の
は
、
教
員

の
中
で
共
通
理
解
が
あ
っ
た
方
が
い
い
と
思

い
ま
す
。
そ
し
て
、
や
っ
て
み
て
ど
う
だ
っ

た
か
と
い
う
体
験
の
交
流
も
、
で
き
れ
ば
科

の
中
で
し
っ
か
り
し
て
お
い
た
方
が
い
い
。

視
点
を
変
え
て
み
る
と
、
同
じ
教
材
で
も
こ

う
い
う
ふ
う
に
や
っ
た
ら
面
白
い
よ
、
な
ん

て
話
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
次
や
る

と
き
は
こ
う
や
っ
て
み
よ
う
、
と
い
う
積
み

重
ね
で
す
。
こ
れ
は
漢
文
に
限
ら
ず
で
す
が
。

塚
田　

学
校
の
中
で
日
常
的
に
相
談
し
た
り
、

教
え
合
っ
た
り
で
き
る
と
い
う
雰
囲
気
は
と

て
も
大
事
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
だ
ん
だ
ん
学

校
が
忙
し
く
な
っ
て
き
て
、
報
告
文
書
の
作

成
や
、
部
活
指
導
に
時
間
が
と
ら
れ
る
。
そ

れ
を
言
い
訳
に
し
て
、
教
科
内
で
話
し
合
う

こ
と
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
の
は
、
と
て
も

残
念
な
こ
と
で
す
。
大
学
で
習
っ
た
こ
と
な

ん
て
本
当
に
僅
か
で
、
し
か
も
あ
ま
り
役
に

立
た
な
い
ん
で
す
ね
（
笑
）。
学
校
に
勤
め

て
い
る
メ
リ
ッ
ト
っ
て
、
同
僚
や
先
輩
、
後

輩
か
ら
、
い
ろ
ん
な
ヒ
ン
ト
を
も
ら
え
る
っ

て
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
よ
ね
。
だ
か
ら
北

松家　滋（まついえ・しげる）
都立高校勤務を経て、現在は都立
国際高校勤務。訪中歴は 60回を
超えている。
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●特集＝漢文教師を「育てる」

久
保
さ
ん
も
、
シ
ラ
バ
ス
に
も
ど
ん
ど
ん
不

平
不
満
を
言
っ
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す

か
。
も
う
四
年
目
な
ん
だ
し
（
笑
）。

松
家　

他
県
の
進
学
校
の
話
で
す
が
、
一
時

間
ご
と
に
き
っ
ち
り
決
め
ら
れ
た
が
ん
じ
が

ら
め
の
シ
ラ
バ
ス
で
や
っ
て
い
る
と
い
う
方

が
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
方
が
楽
で

い
い
、
と
言
う
人
も
い
る
ん
で
す
。
い
ま
の

若
い
人
は
こ
う
な
っ
ち
ゃ
っ
て
い
る
の
か
な

あ
、
と
愕
然
と
し
た
経
験
が
あ
り
ま
す
。

─
─
言
わ
れ
た
こ
と
は
完
璧
に
で
き
る
け
れ
ど

も
自
由
に
や
れ
と
言
わ
れ
る
と
困
っ
て
し
ま
う
。

そ
ん
な
若
者
も
世
間
で
は
増
え
て
い
る
と
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

塚
田　

教
員
を
や
っ
て
い
て
ど
こ
に
歓
び
を

見
出
だ
す
ん
だ
ろ
う
。
重
労
働
で
給
料
が
安

く
て
、
世
間
的
な
地
位
も
あ
ま
り
高
く
な
く

て
、
好
き
な
こ
と
が
で
き
な
い
な
ん
て
。

松
家　

一
方
で
、
そ
う
い
う
状
況
に
危
機
感

を
持
っ
て
、
一
生
懸
命
日
々
悩
ん
で
い
る
若

い
方
も
い
る
の
で
す
が
。

な
ぜ
漢
文
を
や
る
の
か

橘　

私
は
ま
だ
二
年
目
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
、
や
り
た
い
こ
と
が
や
れ
な
い
と
い
う
よ

り
は
、
自
分
の
力
の
な
さ
を
実
感
し
て
い
ま

す
。
漢
文
に
つ
い
て
他
の
人
よ
り
時
間
を
か

け
て
学
ん
で
き
た
は
ず
な
の
に
、
実
際
教
え

て
み
る
と
、
ど
う
も
そ
れ
が
役
に
立
っ
て
い

な
い
よ
う
な
気
が
し
て
悩
む
こ
と
は
多
い
で

す
ね
。
授
業
の
あ
と
に
、
生
徒
が
断
片
的
に

印
象
に
残
っ
た
こ
と
を
話
し
て
い
た
り
す
る

の
を
聞
く
と
、
そ
の
た
び
に
も
う
少
し
生
徒

か
ら
感
想
や
意
見
を
引
き
出
し
た
い
な
あ
と

思
っ
た
り
し
ま
す
。
そ
の
延
長
線
上
に
、
漢

文
が
面
白
い
な
あ
と
い
う
気
持
ち
も
あ
る
よ

う
な
気
が
し
ま
す
。

塚
田　

そ
れ
は
何
年
生
の
授
業
で
す
か
。

橘　

高
校
二
年
生
で
す
。『
史
記
』
の
「
鴻

門
の
会
」
な
ど
は
、
私
は
好
き
な
の
で
嬉
嬉

と
し
て
や
っ
て
い
る
ん
で
す
が
。

松
家　

橘
さ
ん
が
楽
し
か
っ
た
授
業
と
い
う

の
は
生
徒
の
反
応
も
違
う
で
し
ょ
。
力
を
入

れ
た
授
業
は
自
ず
と
伝
わ
る
ん
で
す
。

橘　

男
子
校
と
い
う
こ
と
も
あ
り
、
樊は

ん

噲か
い

が

盾
を
ま
な
板
が
わ
り
に
し
て
剣
で
生
の
豚
肉

の
塊
を
切
り
裂
い
て
食
べ
た
り
、
立
っ
た
ま

ま
大
酒
を
飲
み
干
し
た
り
す
る
豪
快
な
場
面

の
反
応
は
良
か
っ
た
で
す
（
笑
）。

松
家　

そ
う
で
し
ょ
う
。
ま
ず
は
こ
ち
ら
が

楽
し
い
と
思
う
の
が
先
で
す
よ
ね
。

塚
田　

自
分
が
好
き
で
、
よ
く
読
ん
で
い
て
、

ぜ
ひ
生
徒
に
語
り
た
い
と
い
う
教
材
を
ど
ん

ど
ん
増
や
し
て
い
け
る
と
い
い
ね
。

北
久
保　

私
は
『
史
記
』
で
は
項
羽
の
最
期

の
場
面
が
好
き
な
ん
で
す
。
項
羽
は
、
自
分

が
も
う
死
ぬ
と
悟
っ
た
あ
と
、
そ
れ
で
も
さ

ら
に
数
百
人
を
斬
る
ん
で
す
よ
ね
。〝
な
ぜ

こ
の
人
は
、
も
う
死
ぬ
と
わ
か
っ
て
い
る
の

に
被
害
を
拡
大
さ
せ
て
死
ん
で
い
く
ん
だ
ろ

う
〟
と
私
が
問
い
か
け
る
と
、
生
徒
は
は
た

と
考
え
始
め
ま
す
。

松
家　

そ
れ
は
面
白
い
ね
。

北
久
保　

中
国
の
砂
だ
ら
け
の
風
土
と
か
、

北久保　友希（きたくぼ・ゆき）
都立江北高校勤務 4年目。
今年度は 1・3年生を担当。
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広
さ
と
か
、
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
と
か
を
生

徒
に
伝
え
た
い
ん
で
す
。
土
と
い
っ
た
ら
も

う
黄
色
い
土
が
浮
か
ぶ
よ
う
な
。
そ
ん
な
授

業
を
し
た
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

松
家　

大
修
館
の
教
科
書
『
新
編
国
語
総

合
』
だ
と
、
ち
ょ
う
ど
古
文
編
に
『
平
家
物

語
』「
壇
の
浦
の
戦
い
」
が
入
っ
て
い
ま
す
。

知
盛
の
「
見
る
べ
き
ほ
ど
の
こ
と
は
見
つ
」

と
い
う
有
名
な
台
詞
が
あ
り
ま
す
ね
。〝
被

害
を
拡
大
さ
せ
る
〟
教
経
を
た
し
な
め
て
も

い
る
。
そ
の
死
に
様
を
項
羽
の
そ
れ
と
比
較

し
て
み
る
の
も
面
白
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

日
本
人
と
中
国
人
の
感
覚
の
違
い
も
見
え
て

く
る
。

橘　

同
じ
『
平
家
物
語
』
と
の
比
較
で
い
う

と
、『
新
編
古
典
』
に
は
「
木
曾
殿
最
期
」

も
あ
り
ま
す
。
最
期
に
武
勇
を
示
そ
う
と
す

る
義
仲
の
姿
は
、
項
羽
の
最
期
に
も
通
じ
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
、
授
業
で

読
ん
だ
も
の
を
で
き
れ
ば
リ
ン
ク
さ
せ
た
い

と
い
う
思
い
は
あ
り
ま
す
ね
。
ま
だ
実
践
で

き
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
し
て

い
る
と
、
生
徒
の
食
い
つ
き
も
ま
た
違
っ
て

く
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
あ
と
思
い
ま
す
。

─
─
昔
の
日
本
人
は
中
国
古
典
を
よ
く
読
ん
で

き
て
い
る
ん
で
す
よ
ね
。
大
修
館
の
教
科
書
で

も
、
相
互
に
影
響
を
受
け
た
作
品
を
同
時
収
録

す
る
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

塚
田　

現
代
文
や
古
文
と
の
融
合
的
な
授
業

は
、
難
し
い
け
れ
ど
国
語
の
教
師
と
し
て
は

夢
で
す
ね
。
こ
ち
ら
か
ら
あ
ま
り
言
い
過
ぎ

ず
、
生
徒
に
気
づ
か
せ
る
よ
う
に
も
っ
て
い

け
る
と
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

松
家　

な
ぜ
い
ま
漢
文
を
、
中
国
古
典
を
教

え
る
ん
だ
、
と
い
う
質
問
に
対
し
て
の
ひ
と

つ
の
答
え
に
も
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
う

ん
で
す
け
ど
ね
。
比
較
文
化
と
い
う
視
点
で

見
る
こ
と
で
、
個
々
の
教
材
だ
け
で
は
見
え

な
い
も
の
が
見
え
て
く
る
こ
と
が
あ
る
よ
う

に
思
い
ま
す
。

生
徒
に
い
き
な
り
訳
さ
せ
な
い

北
久
保　

授
業
の
進
め
方
に
つ
い
て
少
し
具

体
的
に
お
伺
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
私
の

ク
ラ
ス
で
は
、
訓
読
の
確
認
ま
で
は
全
体
の

足
並
み
が
揃
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
ん
で
す

け
ど
、
そ
こ
か
ら
故
事
成
語
に
入
っ
て
、
訳

を
つ
く
る
と
こ
ろ
に
な
る
と
突
然
つ
ま
ず
く

よ
う
に
感
じ
ま
す
。

松
家　

ま
と
ま
っ
た
文
章
の
学
習
に
な
る
と

訳
が
つ
く
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

北
久
保　

は
い
。「
わ
か
り
ま
せ
ん
」
の
声

が
増
え
て
し
ま
う
。

松
家　

例
え
ば
「
五
十
歩
百
歩
」
に
あ
る

「
請
ふ
、
…
」
の
よ
う
な
言
い
回
し
は
、
日

本
語
に
は
な
い
の
で
戸
惑
い
ま
す
よ
ね
。
そ

う
い
う
と
こ
ろ
で
拒
否
反
応
が
出
る
よ
う
な

ら
、
無
理
に
生
徒
に
現
代
語
訳
を
さ
せ
な
く

て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

塚
田　

私
は
、
授
業
で
は
あ
ま
り
生
徒
に
訳

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
し
な
い
で
す
ね
。
そ

れ
よ
り
も
、
こ
の
漢
字
の
基
本
的
な
意
味
は 『新編古典』より（→ 31ページ）
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な
ん
だ
ろ
う
か
、
こ
こ
で
は
ど
ん
な
意
味
だ

ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
り
、
調
べ
さ

せ
た
り
す
る
こ
と
に
時
間
を
使
い
ま
す
。
と

い
う
の
は
、
北
久
保
さ
ん
が
い
ま
悩
ん
で
い

る
よ
う
に
、
い
き
な
り
指
名
を
し
て
も
生
徒

は
う
ま
く
訳
せ
な
い
か
ら
な
ん
で
す
。
そ
の

前
に
、
い
わ
ゆ
る
漢
文
の
訳
と
い
う
も
の
は

ど
う
い
う
性
格
の
も
の
な
の
か
、
生
徒
に
も

説
明
し
て
や
る
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

だ
っ
て
、
訓
読
自
体
が
訳
な
わ
け
で
し
ょ
。

訓
読
し
た
ら
も
う
意
味
が
わ
か
る
ん
で
す
。

藤
堂
（
明
保
）
先
生
に
「
訓
読
は
六
割
の
翻

訳
で
あ
る
」
と
い
う
名
言
が
あ
り
ま
す
。

北
久
保　

六
割
で
す
か
。

塚
田　

い
ま
は
文
語
文
法
の
力
が
な
く
な
っ

て
い
る
か
ら
三
割
く
ら
い
に
下
が
っ
て
い
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
（
笑
）。
ま
ず
、
手
が

か
り
と
し
て
訓
読
し
た
文
章
が
あ
り
、
そ
の

上
で
、
我
々
は
平
易
な
現
代
語
訳
を
め
ざ
す

わ
け
で
す
。

橘　

私
は
授
業
の
進
め
方
と
し
て
、
現
代
語

訳
の
み
を
め
ざ
す
こ
と
に
抵
抗
が
あ
り
ま
す
。

訳
し
て
終
わ
り
な
ら
、
や
ろ
う
と
思
え
ば
本

な
ど
で
も
調
べ
ら
れ
る
し
、
こ
ん
な
こ
と
が

書
い
て
あ
る
よ
と
い
う
表
面
的
な
読
み
取
り

を
さ
せ
る
だ
け
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
と
思

い
ま
す
。
た
だ
、
授
業
で
は
生
徒
も
最
終
的

に
訳
を
求
め
て
い
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る

ん
で
す
。
訳
を
示
す
タ
イ
ミ
ン
グ
に
つ
い
て

は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

塚
田　

訳
の
与
え
方
は
い
つ
も
議
論
に
な
る

ん
だ
け
ど
、
私
は
わ
り
と
丁
寧
に
、
授
業
中

に
訳
を
示
し
て
い
ま
す
よ
。
た
だ
し
、
目
の

前
の
教
材
を
訳
す
こ
と
が
最
終
目
的
に
は
な

り
ま
せ
ん
。

「
足
す
」「
引
く
」「
言
い
換
え
」
で
訳
す

塚
田　

私
は
、
生
徒
に
は
訓
読
し
た
も
の
を

ま
ず
は
で
き
る
だ
け
直
訳
し
よ
う
、
逐
語
訳

で
い
い
よ
、
と
言
い
ま
す
。
だ
け
ど
、
し
ょ

せ
ん
外
国
語
を
訳
し
て
い
る
ん
だ
か
ら
う
ま

く
い
か
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き

ど
う
す
る
か
と
い
う
と
、
あ
る
と
き
は
足
し

た
り
、
あ
る
と
き
は
引
い
た
り
、
言
い
換
え

た
り
す
る
ん
で
す
。
例
え
ば
主
語
が
な
い
、

目
的
語
が
な
い
と
き
は
「
足
す
」。
い
つ
で

も
「
之
を
」「
其
の
」
を
訳
し
た
ら
お
か
し

い
で
す
か
ら
、
そ
う
い
う
と
き
は
「
引
く
」。

そ
し
て
、
先
ほ
ど
の
「
請
ふ
」
の
よ
う
な
も

の
は
「
…
さ
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
か
「
…
し

た
い
」
と
「
言
い
換
え
」
を
し
て
や
る
。
そ

う
や
っ
て
方
法
を
示
し
て
や
る
こ
と
で
生
徒

も
少
し
ず
つ
訳
し
方
を
習
得
す
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
。

松
家　

な
る
ほ
ど
ね
。

塚
田　

そ
の
前
段
階
と
し
て
、
私
は
生
徒
に

は
必
ず
自
力
で
教
材
を
読
ん
で
く
る
こ
と
を

義
務
づ
け
て
い
ま
す
。
読
ん
だ
証
拠
と
し
て

書
き
下
し
文
を
作
ら
せ
る
ん
で
す
。
ノ
ー
ト

の
上
段
に
書
き
下
し
文
を
書
い
て
く
る
の
が

予
習
で
す
ね
。
そ
の
と
き
下
段
は
空
け
た
ま

ま
で
、
授
業
中
に
私
の
訳
を
書
き
取
ら
せ
ま

す
。
時
間
が
な
く
な
る
と
プ
リ
ン
ト
し
て
配

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、
生
徒
は
プ
リ
ン
ト

が
配
ら
れ
る
と
も
う
安
心
し
て
し
ま
う
ん
で

塚田　勝郎（つかだ・かつろう）
埼玉県立高など 37年間で 3校に勤務。
現在は筑波大学附属高校で 1・3年生の
漢文を担当。小社教科書編集委員。
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す
よ
ね
。
で
す
か
ら
、
学
び
の
身
体
性
を
利

用
す
る
と
で
も
い
う
の
か
、
わ
ざ
と
不
恰
好

な
プ
リ
ン
ト
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
ハ
サ
ミ
で

切
り
取
っ
て
ノ
ー
ト
に
貼
る
作
業
を
さ
せ
た

り
し
ま
す
（
笑
）。

橘　

授
業
中
に
書
き
取
る
と
な
る
と
、
人
に

よ
っ
て
ノ
ー
ト
の
質
が
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
せ
ん
か
。

松
家　

レ
ベ
ル
が
多
少
違
っ
て
い
て
も
い
い

と
思
い
ま
す
よ
。
生
徒
の
方
で
、
こ
こ
は

ち
ゃ
ん
と
や
ら
な
い
と
ま
ず
い
な
、
と
い
う

と
こ
ろ
は
考
え
る
と
思
う
ん
で
す
。
一
か
ら

十
ま
で
書
き
取
ら
な
く
て
も
、
こ
こ
が
大
事

だ
な
と
わ
か
れ
ば
い
い
ん
で
す
。
も
ち
ろ
ん

実
際
に
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
子
は
い
る
の
で

注
意
が
必
要
で
す
が
（
笑
）。

塚
田　

生
徒
の
ノ
ー
ト
を
見
る
と
、
私
よ
り

も
っ
と
ス
マ
ー
ト
な
訳
を
書
い
て
い
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
。
自
分
で
工
夫
し
て
。

北
久
保　

ノ
ー
ト
は
ど
こ
で
ご
覧
に
な
る
ん

で
す
か
。

塚
田　

私
は
生
徒
が
正
し
く
漢
文
を
読
ん
で

い
る
か
知
り
た
い
の
で
、
毎
時
間
必
ず
ノ
ー

ト
点
検
を
し
て
い
ま
す
。
提
出
は
自
由
な
の

で
す
が
。
生
徒
は
予
習
と
し
て
し
っ
か
り
読

ん
で
く
る
、
そ
の
つ
い
で
に
書
き
下
し
文
の

書
き
方
を
覚
え
る
、
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
す
。

生
徒
の
ノ
ー
ト
を
見
る
と
、
前
の
授
業
で
私

の
説
明
の
足
り
な
か
っ
た
と
こ
ろ
や
、
誤
解

を
招
い
た
と
こ
ろ
が
発
見
で
き
る
こ
と
も
あ

る
の
で
、
と
て
も
有
意
義
で
す
よ
。

訓
点
パ
ズ
ル
は
ほ
ど
ほ
ど
に

橘　

生
徒
の
ノ
ー
ト
で
は
、
白
文
に
返
り
点

を
打
つ
作
業
を
さ
せ
た
時
に
気
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
ハ
イ
フ
ン
（
‐
）
を
使
っ
て

無
理
矢
理
読
ん
で
し
ま
う
子
が
多
い
の
は
不

思
議
で
す
。

松
家　

あ
あ
、
あ
り
ま
す
ね
。
真
面
目
に
考

え
過
ぎ
ち
ゃ
う
生
徒
に
多
い
で
す
よ
ね
。
読

む
と
き
に
誤
解
が
な
い
よ
う
に
返
り
点
を

打
っ
て
い
く
ん
だ
か
ら
、
必
要
が
な
け
れ
ば

つ
け
な
く
て
い
い
ん
だ
よ
、
と
言
っ
て
や
る

ん
で
す
。
ま
あ
こ
れ
は
昔
の
訓
読
に
だ
っ
て

い
ろ
い
ろ
な
流
儀
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
ほ
ど

神
経
質
に
な
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
徐
々

に
覚
え
て
い
く
も
の
で
す
よ
。

塚
田　

訓
点
の
練
習
が
実
際
の
例
文
で
あ
れ

ば
そ
れ
ほ
ど
迷
い
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

入
門
期
に
数
字
や
記
号
を
使
っ
た
返
り
点
の

練
習
は
、
あ
ま
り
さ
せ
な
い
方
が
い
い
で
す

よ
ね
。

橘　

作
業
と
し
て
は
確
か
に
面
白
い
の
で
生

徒
の
反
応
は
い
い
よ
う
で
す
が
。

松
家　

パ
ズ
ル
的
な
面
白
さ
は
あ
る
ん
で
す

が
、
そ
れ
だ
け
で
あ
っ
て
、
発
展
性
が
な
い

ん
で
す
よ
ね
。

北
久
保　

身
に
つ
ま
さ
れ
ま
す
。

松
家　

そ
れ
だ
け
を
あ
ん
ま
り
長
い
こ
と
や

る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
格
言
の
よ
う
な
短
い
も

の
を
読
ん
で
み
る
方
が
い
い
。

塚
田　

実
際
に
訓
点
の
つ
い
た
漢
文
を
読
む

と
き
は
、
返
り
点
よ
り
先
に
文
字
を
見
る
わ

け
で
す
か
ら
。
漢
文
が
そ
ん
な
パ
ズ
ル
み
た

い
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
ち
ゃ
う
と
困
っ
て
し

ま
い
ま
す
。

松
家　

そ
う
そ
う
。
そ
れ
で
な
く
て
も
時
間

が
少
な
い
ん
だ
か
ら
。
も
っ
と
や
る
べ
き
こ

と
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
ね
。

音
読
は
理
解
の
第
一
歩

北
久
保　

私
は
授
業
の
初
め
に
必
ず
全
員
で

音
読
を
さ
せ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
生
徒
の
参

加
意
識
が
高
ま
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

た
だ
、
時
間
を
か
け
る
割
に
反
応
が
少
な
い
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ク
ラ
ス
も
あ
っ
て
、
困
っ
て
い
ま
す
。

松
家　

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
斉
読
で
す
か
。

北
久
保　

ク
ラ
ス
ご
と
に
差
が
出
る
の
は
斉

読
で
す
ね
。
ペ
ア
で
立
た
せ
て
双
方
が
読
ん

で
、
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
座
る
、
と
い
う

よ
う
な
こ
と
を
さ
せ
る
と
、
ま
だ
声
が
出
る

よ
う
で
す
。

橘　

私
も
音
読
に
は
あ
ま
り
時
間
を
か
け
て

い
ら
れ
な
い
の
が
実
状
で
す
が
、
一
時
間
に

一
、二
回
は
必
ず
音
読
を
し
ま
す
。
ま
ず
私

が
区
切
っ
て
読
み
、
そ
れ
を
繰
り
返
さ
せ
る

と
い
う
ス
タ
イ
ル
で
す
。
あ
る
意
味
、
眠
気

覚
ま
し
の
効
果
も
あ
り
ま
す
の
で
、
場
を
動

か
し
た
い
と
き
に
行
い
ま
す
（
笑
）。
ク
ラ

ス
ご
と
の
ノ
リ
の
違
い
も
確
か
に
あ
っ
て
、

学
年
が
上
が
る
の
に
反
比
例
し
て
、
音
読
の

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
が
下
が
っ
て
い
く
よ
う
な

印
象
も
受
け
ま
す
。

塚
田　

学
年
を
追
う
ご
と
に
、
生
徒
が
音
読

に
興
味
を
示
さ
な
く
な
る
の
は
自
然
な
こ
と

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
音
読
に
よ
っ
て
何
が
得

ら
れ
る
の
か
、
何
を
目
指
し
て
い
る
の
か
、

き
ち
ん
と
確
信
を
も
っ
て
臨
む
こ
と
が
大
事

な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。

北
久
保　

私
自
身
は
音
読
に
ど
ん
ど
ん
取
り

組
み
た
い
ん
で
す
。
先
ほ
ど
の
学
び
の
身
体

性
で
は
な
い
で
す
が
、
ま
ず
す
っ
き
り
す
る

ん
で
す
よ
。

松
家　

い
い
で
す
ね
。

北
久
保　

そ
れ
か
ら
、
何
度
も
声
に
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
リ
ズ
ム
感
も
手
伝
っ
て
覚
え

て
し
ま
う
、
す
ら
す
ら
読
め
る
よ
う
に
な
る

と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
音
読
の

メ
リ
ッ
ト
で
す
よ
ね
。

橘　

音
読
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
読
み
の
確

認
に
も
な
る
ん
で
す
よ
ね
。
テ
キ
ス
ト
の
訓

点
を
踏
ま
え
な
が
ら
音
読
し
て
い
く
と
、
訓

点
に
従
っ
て
読
ん
で
い
く
力
も
自
然
と
身
に

つ
く
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。

塚
田　

た
ま
に
も
の
す
ご
く
で
き
な
い
生
徒

が
い
た
り
す
る
と
、
私
は
補
習
と
し
て
た
だ

教
科
書
を
音
読
さ
せ
ま
す
。
こ
れ
を
一
か
月

続
け
る
と
、
見
違
え
る
よ
う
に
テ
ス
ト
の
点

数
が
上
が
り
ま
す
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
彼

ら
は
そ
れ
ま
で
、
ま
っ
た
く
漢
文
を
読
ま
な

い
で
問
題
を
解
い
て
い
た
ん
で
す
よ
。
黙
読

で
は
、
実
は
読
ん
で
い
な
い
の
と
変
わ
ら
な

い
ん
で
す
。
音
読
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解

の
第
一
歩
を
踏
み
出
せ
る
ん
で
す
ね
。

発
問
は
人
そ
れ
ぞ
れ

北
久
保　

漢
文
の
授
業
の
悩
み
と
し
て
、
現

代
文
の
よ
う
な
内
容
理
解
の
発
問
が
で
き
な

い
、
と
い
う
物
足
り
な
さ
が
あ
り
ま
す
。
読

み
方
、
解
釈
を
教
え
る
の
が
精
一
杯
で
、
生

徒
に
思
考
さ
せ
る
時
間
が
と
れ
な
い
。
例
え

ば
「
蛇
足
」
で
は
「
一
番
に
蛇
を
描
き
上
げ

た
人
は
な
ぜ
す
ぐ
に
酒
を
飲
ま
な
か
っ
た
の

か
」
な
ど
も
聞
い
て
み
た
い
の
で
す
が
。

塚
田　

発
問
の
仕
方
に
無
理
が
あ
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
な
？　
「
蛇
足
」
は
楚
に
斉
へ
の
攻

撃
を
思
い
と
ど
ま
ら
せ
る
た
め
の
た
と
え
話

な
ん
だ
か
ら
（
笑
）。

橘　

故
事
成
語
の
時
代
背
景
な
ん
か
を
も
っ

と
説
明
す
る
時
間
が
あ
れ
ば
、
深
い
発
問
が

で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
知
識
を
与
え

る
だ
け
で
な
く
、
生
徒
に
考
え
さ
せ
た
い
の

は
私
も
同
じ
な
ん
で
す
が
。

塚
田　

私
は
、
授
業
で
は
教
科
書
の
導
入
文

を
読
む
程
度
に
し
て
、
定
期
テ
ス
ト
に
出
し

ま
す
よ
。「
今
度
出
す
か
ら
、
調
べ
て
お
く

と
い
い
よ
」
な
ん
て
、
予
告
し
た
り
し
て
ね

（
笑
）。
内
容
に
踏
み
込
む
発
問
は
人
そ
れ
ぞ

れ
、
教
材
の
予
習
を
し
た
り
、
何
度
も
経
験
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を
積
ん
で
い
く
中
で
、
少
し
ず
つ
貯
金
を
つ

く
っ
て
い
く
し
か
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん

ね
。

松
家　
「
蛇
足
」
も
話
自
体
は
独
立
し
て
い

る
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
た
と
え
話
を
使
っ

て
作
者
が
ど
う
い
う
こ
と
を
主
張
し
よ
う
と

し
て
い
た
の
か
、
何
を
伝
え
た
か
っ
た
の
か
、

高
校
段
階
な
ら
ば
ぜ
ひ
考
え
さ
せ
た
い
で
す

ね
。

漢
文
の
時
間
だ
け
が
授
業
で
は
な
い

松
家　

我
々
と
し
て
は
、
広
義
の
教
材
研
究

と
い
う
の
か
、
教
材
か
ら
少
し
離
れ
て
、
中

国
の
歴
史
や
文
化
、
風
俗
に
関
す
る
本
な
ど

を
読
ん
だ
り
す
る
こ
と
に
時
間
を
か
け
る
べ

き
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
先
ほ
ど
の
発

問
に
つ
い
て
も
そ
う
で
す
が
、
教
科
書
や
指

導
書
だ
け
で
授
業
を
組
み
立
て
る
の
で
は
な

く
て
、
い
ろ
ん
な
本
に
ふ
れ
る
こ
と
が
大
事

で
す
。

塚
田　

一
冊
で
も
読
む
か
読
ま
な
い
か
で
は

全
然
違
う
で
し
ょ
う
ね
。
す
ぐ
に
は
結
果
が

出
て
こ
な
く
て
も
、
授
業
に
幅
が
生
ま
れ
、

ふ
く
ら
み
が
出
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

北
久
保　

授
業
準
備
の
大
切
さ
が
改
め
て
わ

か
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
、
あ
え
て
生
徒
に
考

え
さ
せ
る
、
調
べ
さ
せ
る
と
い
う
余
裕
に
も

気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。
今
後
に
活
か
し
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。

橘　

授
業
準
備
や
教
材
研
究
に
な
か
な
か
時

間
を
か
け
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
痛
感
し

て
い
ま
す
。
も
っ
と
計
画
的
に
や
っ
て
い
か

な
い
と
い
け
な
い
で
す
ね
。

松
家　

ぼ
く
が
若
い
頃
に
比
べ
て
、
先
生
方

が
本
当
に
忙
し
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は

客
観
的
事
実
で
す
ね
。
本
人
の
意
志
に
か
か

わ
ら
ず
、
教
材
研
究
に
割
け
る
時
間
が
物
理

的
に
少
な
く
な
っ
て
い
て
、
大
変
な
ん
だ
な

あ
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
、
漢
文
の
授

業
時
間
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
、

ど
こ
の
学
校
で
も
同
じ
で
す
。
漢
文
の
時
間

に
限
ら
ず
、
例
え
ば
現
代
文
で
漢
字
指
導
を

熱
心
に
さ
れ
て
い
る
方
な
ど
が
い
ら
っ
し
ゃ

る
と
思
う
ん
で
す
が
、
日
常
使
う
漢
字
や
熟

語
の
語
彙
を
教
え
て
い
く
中
で
、
語
の
な
り

た
ち
と
か
漢
語
の
基
本
構
造
を
意
識
さ
せ
る

な
ど
の
工
夫
を
し
て
い
く
と
い
い
と
思
い
ま

す
。
漢
文
の
授
業
は
実
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る

と
思
う
ん
で
す
ね
。
漢
文
専
門
で
あ
る
か
ど

う
か
で
は
な
く
て
、
ぼ
く
ら
が
ど
こ
ま
で
意

識
し
て
教
え
て
い
け
る
か
、
生
徒
に
実
感
さ

せ
ら
れ
る
か
。
そ
れ
が
大
事
な
ん
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。

塚
田　

日
常
の
言
語
生
活
を
見
直
す
き
っ
か

け
は
、
漢
文
学
習
の
中
に
た
く
さ
ん
あ
り
ま

す
。
例
え
ば
「
天
変
地
異
」「
千
差
万
別
」

の
よ
う
な
熟
語
の
構
造
に
つ
い
て
、
生
徒
は

漢
文
の
授
業
で
習
わ
な
け
れ
ば
一
生
気
が
つ

か
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
一
度

知
ら
せ
る
と
面
白
が
っ
て
ど
ん
ど
ん
探
し
ま

す
。
同
時
に
そ
れ
は
私
た
ち
が
授
業
を
楽
し

む
こ
と
に
つ
な
が
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

か
。
私
た
ち
は
教
え
る
こ
と
が
好
き
だ
し
、

生
徒
と
一
緒
に
考
え
る
こ
と
が
好
き
で
す
。

授
業
を
や
っ
て
良
か
っ
た
な
、
と
い
う
気
持

ち
に
な
り
た
い
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
支
え
る

の
は
、
計
画
的
な
授
業
準
備
と
、
幅
広
い
教

材
研
究
に
尽
き
る
と
思
い
ま
す
。
我
々
は
経

験
者
と
し
て
、
い
つ
で
も
お
手
伝
い
で
き
る

よ
う
に
し
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

─
─
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

�

（
二
○
一
三
年
三
月
十
七
日
）
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●
特
集
＝
漢
文
教
師
を
「
育
て
る
」

高
等
学
校
に
お
け
る
漢
文
指
導

渡わ
た　

邉な
べ　

雅ま
さ　

之ゆ
き

（
元
筑
波
大
学
附
属
高
等
学
校
）

漢
文
の
危
機

　

漢
文
と
い
う
教
科
目
は
危
機
的
状
況
に
あ
る
と
よ
く
言
わ
れ
る
が
、

そ
の
原
因
は
何
か
と
考
え
た
時
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
点
が
思
い
浮
か
ぶ
。

ま
ず
、
生
徒
に
と
っ
て
、
漢
字
ば
か
り
並
ん
だ
難
し
い
も
の
だ
と
い
う

認
識
が
挙
げ
ら
れ
る
。
初
め
て
見
る
漢
文
は
、
専
門
的
に
や
っ
て
き
た

者
で
も
そ
う
す
ら
す
ら
と
読
め
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
当
然

で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
在
の
生
徒
は
体
内
に
漢
文
脈
を
持
っ
て
い
な
い
。

あ
る
程
度
の
年
配
の
者
は
幼
少
時
か
ら
大
人
た
ち
の
漢
文
脈
の
会
話
を

聞
い
て
育
っ
て
き
た
の
で
、
体
内
に
漢
文
脈
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
現
在

で
は
漢
文
脈
で
会
話
が
為
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
体

内
に
漢
文
脈
を
持
た
な
い
の
は
、
言
葉
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
現
状

で
は
仕
方
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
最
も
問
題
な
の
は
次
の
点
で
あ
る
。
国
語
の
教
員
の
中
に

も
ど
う
も
漢
文
を
苦
手
と
し
て
、
出
来
得
れ
ば
避
け
た
い
と
思
っ
て
い

る
者
が
あ
る
程
度
存
在
す
る
。
し
か
し
、
漢
文
は
教
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
一
方
で
、
学
年
で
共
通
の
考
査
を
行
う
た
め
、
あ
る
限
定
さ
れ

た
期
間
で
教
材
を
こ
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
い
き
お
い
、
消
化
す
る

だ
け
の
授
業
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
で
あ
る
。
専
門
的
に
漢
文
を

学
ん
で
こ
な
か
っ
た
教
員
に
と
っ
て
は
、
漢
文
に
取
り
組
も
う
と
い
う

意
欲
は
あ
っ
て
も
、
校
務
に
追
わ
れ
て
時
間
的
余
裕
が
な
い
の
も
事
実

で
あ
る
。
や
む
を
得
ず
、
参
考
書
や
指
導
書
に
頼
っ
た
授
業
と
な
っ
て

し
ま
う
。
で
は
、
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
参
考
と

な
る
こ
と
を
期
待
し
て
筆
者
の
拙
い
経
験
を
披
瀝
し
て
み
た
い
。

キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
の
勧
め

　

漢
文
に
限
ら
ず
国
語
の
授
業
は
、
筆
者
の
経
験
か
ら
い
う
と
講
義
式

一
辺
倒
は
無
意
味
で
あ
る
。
講
義
式
一
辺
倒
の
授
業
は
現
在
で
は
教
員

の
側
も
あ
ま
り
行
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
研
究
授
業
な
ど
を
参

観
す
る
と
明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
講
義
式
は
生
徒
が
受
け
付
け
て

く
れ
な
い
。
内
職
す
る
か
寝
て
し
ま
う
か
と
い
う
結
果
を
招
い
て
し
ま

う
。
そ
こ
で
、
い
わ
ゆ
る
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
的
な
プ
リ
ン
ト
を
用
意
し
、
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そ
の
作
業
を
生
徒
に
課
す
と
い
う
授
業
が
多
く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
作
業
を
行
わ
せ
る
と
生
徒
は
意
外
に
食
い
つ
い
て
き
て
、
熱

心
に
取
り
組
む
傾
向
が
あ
る
よ
う
だ
。
教
員
の
側
も
そ
の
様
子
に
満
足

し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
こ
の
種
の
授
業
に
は
あ
ま
り
賛
成

で
き
な
い
。
フ
ロ
ー
チ
ャ
ー
ト
式
の
授
業
は
知
識
を
詰
め
込
む
だ
け
に

な
る
と
い
う
欠
点
を
抱
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
プ
リ
ン
ト
を
準

備
す
る
の
は
教
員
側
な
の
で
あ
る
。
そ
の
教
員
が
そ
の
作
品
で
読
み

取
っ
た
こ
と
の
み
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

よ
り
は
、
生
徒
が
初
め
て
そ
の
教
材
に
向
き
合
っ
た
時
に
感
じ
た
こ
と
、

疑
問
に
思
っ
た
こ
と
を
全
員
で
共
有
し
て
い
く
授
業
の
方
が
、
授
業
は

活
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
感
じ
た
こ
と
、
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
を

う
ま
く
生
徒
の
側
か
ら
引
き
出
し
、
活
か
し
て
い
く
の
が
重
要
な
の
だ
。

　

生
徒
の
疑
問
に
答
え
る
と
い
う
、
生
徒
と
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
を
す
る

学
習
法
は
、
教
員
側
と
し
て
も
大
変
面
白
く
、
大
い
に
効
果
の
あ
が
る

学
習
法
だ
と
確
信
す
る
。
こ
こ
で
は
筆
者
の
拙
い
経
験
と
し
て
、
高
校

の
現
場
で
実
際
に
あ
っ
た
や
り
と
り
を
二
つ
紹
介
し
て
み
る
。

　

１　
「
矛
盾
」
の
場
合

　

ま
ず
は
、
故
事
成
語
の
「
矛
盾
」。「
矛
盾
」
は
、
一
部
の
小
学
校
教

科
書
に
単
に
言
葉
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
中
学
校
教
科
書
に

は
五
社
す
べ
て
の
教
科
書
会
社
が
一
年
生
の
教
材
と
し
て
取
り
上
げ
て

い
る
。
そ
し
て
、
高
校
の
教
科
書
に
も
九
社
中
四
社
あ
る
。
中
学
生
の

ほ
ぼ
全
員
が
既
習
で
あ
る
教
材
を
高
校
で
は
ど
う
教
え
る
の
か
。
そ
れ

に
触
れ
つ
つ
、
過
去
経
験
し
た
こ
と
を
述
べ
る
。

　

今
か
ら
十
数
年
前
の
「
矛
盾
」
の
授
業
で
、
あ
る
生
徒
か
ら
「
商
売

人
な
ら
こ
ん
な
に
す
ぐ
噓
だ
と
わ
か
る
よ
う
な
売
り
方
を
す
る
こ
と
が

あ
る
の
か
？
」
と
い
う
疑
問
が
出
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
す
ぐ
に
他
の

生
徒
が
、「
こ
こ
は
、
あ
く
ま
で
た
と
え
話
と
し
て
韓
非
子
が
取
り
上

げ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
こ
そ
多
少
の
矛
盾
4

4

は
無
視
し
て
良
い
の
で
は
」

と
意
見
を
述
べ
た
。
他
の
生
徒
が
「
現
在
で
も
誇
大
広
告
が
問
題
に
な

る
く
ら
い
な
の
で
商
売
人
と
し
て
は
当
然
の
売
り
方
だ
」
と
意
見
を
述

べ
、
結
構
議
論
と
な
っ
た
。
続
い
て
あ
る
生
徒
か
ら
「
こ
れ
は
売
り
手

も
そ
ん
な
馬
鹿
な
こ
と
に
は
気
づ
く
は
ず
な
の
で
、
売
っ
て
い
る
時
間

の
問
題
な
の
で
は
？
」
と
い
う
意
見
が
出
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
ま
ず
盾

を
売
り
つ
け
よ
う
と
し
て
口
上
を
述
べ
、
か
な
り
時
間
が
経
っ
て
か
ら

矛
を
売
り
つ
け
た
と
考
え
れ
ば
よ
い
と
い
う
の
だ
。
こ
の
売
り
手
は
ま

さ
か
ず
っ
と
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
客
が
い
る
と
は
思
わ
ず
に
、
安
心
し

て
口
上
を
述
べ
た
の
で
は
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
が
、
実
際
に
は
一
人

の
客
が
ず
っ
と
口
上
を
聞
い
て
お
り
、
そ
の
矛
盾
4

4

に
気
づ
い
て
発
言
し

た
の
だ
と
い
う
の
だ
。
な
か
な
か
面
白
い
意
見
で
あ
る
。
生
徒
に
も
賛

同
者
が
何
人
か
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
韓
非
子
が
尭
と
舜
と
い
う

二
人
の
聖
人
が
同
時
に
存
在
す
る
こ
と
の
矛
盾
4

4

を
指
摘
し
、
古
代
の
聖

人
を
あ
が
め
す
ぎ
る
儒
家
を
批
判
す
る
た
め
の
た
と
え
話
な
の
で
、
最

初
の
答
え
を
述
べ
た
生
徒
が
正
解
な
の
だ
ろ
う
が
、
こ
の
議
論
の
過
程
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の
方
を
筆
者
は
重
視
し
た
い
。
教
員
の
側
も
参
考
書
や
指
導
書
に
頼
り

す
ぎ
、
周
辺
の
教
材
も
頭
に
入
れ
て
し
ま
う
と
、
こ
う
い
う
素
朴
な
疑

問
が
出
て
こ
な
い
。
教
員
も
含
め
て
、
も
っ
と
純
粋
に
そ
の
教
材
に
向

き
合
う
べ
き
で
は
な
い
の
か
、
自
分
の
反
省
も
こ
め
て
そ
う
思
う
。

　

２　
「
江
雪
」
の
場
合

　

柳
宗
元
の
「
江
雪
」
は
中
学
の
教
科
書
に
は
見
え
な
い
が
、
高
校
の

教
科
書
に
は
か
な
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
教
材
で
あ
る
。
こ
の
詩
に

関
し
て
、
こ
ち
ら
は
二
十
年
ほ
ど
前
の
こ
と
に
な
る
。
そ
の
前
の
年
に

生
徒
か
ら
次
の
よ
う
な
質
問
が
出
さ
れ
た
。「
こ
ん
な
大
雪
の
日
に
釣

り
を
す
る
翁
の
存
在
は
変
な
の
で
は
？
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
翌
年
、
こ
う
い
う
実
験
を
し
て
み
た
。
受
け
持
っ
て
い
る
ク
ラ
ス

の
う
ち
の
二
ク
ラ
ス
を
選
び
、
一
方
の
ク
ラ
ス
で
は
作
者
、
柳
宗
元
に

つ
い
て
説
明
し
、
さ
ら
に
こ
の
詩
が
作
ら
れ
た
時
の
作
者
の
境
遇
（
中

央
か
ら
左
遷
さ
れ
た
）
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
か
ら
、
作
品
を
鑑
賞
し

た
。
も
う
一
方
の
ク
ラ
ス
で
は
作
者
に
つ
い
て
全
く
触
れ
ず
に
作
品
を

鑑
賞
し
て
み
た
。
そ
の
上
で
、
こ
の
詩
の
中
の
翁
は
ど
う
い
う
人
物
な

の
か
と
い
う
質
問
を
生
徒
に
投
げ
か
け
て
み
た
。
す
る
と
、
顕
著
な
違

い
が
見
ら
れ
た
。

　

作
者
に
つ
い
て
触
れ
た
ク
ラ
ス
で
は
、
こ
の
翁
は
作
者
の
心
象
風
景

だ
と
い
う
意
見
が
多
く
出
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
水
墨
画
的
な
実
景
の
詩

だ
と
す
る
意
見
も
出
た
。
と
こ
ろ
が
、
作
者
に
つ
い
て
触
れ
な
か
っ
た

ク
ラ
ス
で
は
、
心
象
風
景
と
す
る
意
見
は
皆
無
で
は
な
か
っ
た
が
、
ほ

と
ん
ど
が
実
景
だ
と
し
た
。
実
は
、
こ
の
詩
は
学
者
に
よ
っ
て
も
心
象

風
景
、
実
景
と
い
う
二
つ
の
意
見
に
分
か
れ
て
い
る
。
筆
者
の
調
べ
た

限
り
、
中
国
の
学
者
に
実
景
と
す
る
意
見
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

こ
の
授
業
で
、
作
品
を
与
え
る
前
に
、
あ
ま
り
作
者
に
つ
い
て
触
れ
る

と
純
粋
に
そ
の
作
品
を
鑑
賞
す
る
妨
げ
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ

た
。
漢
文
の
と
く
に
詩
教
材
の
場
合
、
作
者
に
は
事
前
に
触
れ
る
べ
き

で
は
な
く
す
ぐ
に
作
品
の
鑑
賞
を
行
っ
た
方
が
よ
い
と
思
う
。
こ
れ
も

純
粋
に
作
品
に
向
き
合
う
こ
と
が
大
切
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

終
わ
り
に

　

漢
文
に
限
ら
ず
、
現
代
文
で
も
古
文
で
も
、
引
い
て
は
ど
の
教
科
で

も
教
員
が
そ
の
教
材
を
面
白
い
と
思
い
、
何
と
か
そ
の
面
白
さ
を
伝
え

た
い
と
い
う
熱
意
を
持
っ
て
授
業
を
行
え
ば
よ
い
と
い
う
の
は
言
を
俟

た
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
、
こ
の
二
つ
の
実
践
例
は
、
実
際
に
教

室
で
授
業
を
行
っ
て
い
て
実
に
楽
し
く
、
興
味
深
か
っ
た
と
い
う
こ
と

が
言
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
た
め
に
は
教
員
側
の
し
っ
か
り
し
た
教

材
研
究
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
時
間
に
余
裕
の
あ
る
限
り
、

い
き
な
り
参
考
書
等
に
頼
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
は
自
分
で
純
粋
に
そ

の
教
材
に
向
き
合
う
と
い
う
こ
と
が
極
め
て
大
切
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

一
方
通
行
の
授
業
は
あ
ま
り
実
り
が
多
く
な
い
。
生
徒
と
の
キ
ャ
ッ

チ
ボ
ー
ル
を
ぜ
ひ
行
っ
て
欲
し
い
。
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●
特
集
＝
漢
文
教
師
を
「
育
て
る
」

　

楽
し
く
活
気
あ
る
漢
文
教
室
を
つ
く
ろ
う
！

　
　

─
─
訓
読
の
き
ま
り
の
指
導
か
ら
創
作
四
字
熟
語
へ

江え

川が
わ

順じ
ゅ
ん

一い
ち　
　

（
立
命
館
慶
祥
中
学
校
・
高
等
学
校
）　　

　

私
た
ち
が
訓
読
の
き
ま
り
に
つ
い
て
指
導
す
る
と
き
、
ま
ず
は
漢
語

の
基
本
的
な
四
構
造
に
つ
い
て
説
明
す
る
だ
ろ
う
。
①
「
主
語
─
述

語
」（
例
／
雷
鳴
）、
②
「
修
飾
語
─
被
修
飾
語
」（
例
／
清
風
）、
③

「
並
列
」（
例
／
禍
福
）、
④
「
述
語
─
補
語
」（
例
／
帰
郷
）
で
あ
る
。

そ
し
て
、
各
々
の
例
に
つ
い
て
、
①
「
雷
鳴
ル
」、
②
「
清
キ
風
」、
③

「
禍わ
ざ
は
ヒ
・
福さ
い
は
ヒ
」、
④
「
郷
ニ
帰
ル
」
な
ど
と
書
き
下
す
。
そ
の
後
、

「
日
進
月
歩
」「
東
奔
西
走
」
な
ど
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ぞ
れ
「
日
月
ニ

進
歩
ス
」「
東
西
ニ
奔
走
ス
」
を
互
い
違
い
に
構
成
し
た
互
文
に
つ
い

て
補
足
し
、
四
字
熟
語
の
説
明
へ
と
広
が
り
を
持
た
せ
る
だ
ろ
う
。

　

訓
読
の
指
導
に
つ
い
て
は
、
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
な
手
順
に
な
ろ
う

か
。
こ
こ
で
は
、
一
連
の
訓
読
の
き
ま
り
の
指
導
を
一
歩
進
め
て
、
四

字
熟
語
の
発
展
的
指
導
に
つ
い
て
、
提
案
し
た
い
。

　

国
語
総
合
の
学
習
指
導
要
領
解
説
に
は
、「
漢
字
の
指
導
は
単
調
な

も
の
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
漢
字
の
成
り
立
ち
や
特
質
に
触

れ
た
り
（
中
略
）
す
る
な
ど
、
生
徒
の
学
習
意
欲
が
高
ま
る
よ
う
工
夫

す
る
必
要
が
あ
る
」
と
あ
る
。
そ
こ
で
、
高
校
一
年
に
お
い
て
は
、
四

字
熟
語
を
創
作
す
る
言
語
活
動
を
設
定
し
た
。

　

創
作
四
字
熟
語
は
、
一
定
の
条
件
を
取
り
入
れ
て
つ
く
る
詩
歌
の
創

作
な
ど
と
同
様
の
言
語
活
動
で
あ
る
と
と
も
に
、
伝
統
的
な
言
語
文
化

に
対
す
る
理
解
を
深
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
活
動
で
あ
る
。

　

ま
ず
は
、
便
覧
等
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
四
字
熟
語
の
一
覧
表
を
配
付

し
て
説
明
し
た
。

　

次
に
、
住
友
生
命
保
険
相
互
会
社
が
平
成
二
年
か
ら
始
め
て
い
る

「
創
作
四
字
熟
語
」
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
紹
介
し
た
。
こ
の
企
画
は
、
世

相
を
題
材
に
四
字
熟
語
を
創
作
す
る
も
の
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
、
も

と
も
と
あ
る
四
字
熟
語
（
住
友
は
「
元
祖
四
字
熟
語
」
と
命
名
）
を
用
い
、

ほ
ん
の
少
し
ヒ
ネ
リ
を
加
え
る
こ
と
に
よ
り
、
誰
も
が
忘
れ
ら
れ
な
い

大
事
件
を
ズ
バ
リ
と
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

過
去
の
最
優
秀
作
品
を
い
く
つ
か
紹
介
す
る
（［　

］
内
は
「
元
祖
」）。

　

①�

「
異い

旗き

統
合
」（
一
九
九
〇
年
）
東
西
ド
イ
ツ
の
統
合
を
さ
す
。［
意

気
投
合
］

　

②�

「
圏
外
孤
独
」（
二
〇
〇
〇
年
）
い
つ
も
携
帯
電
話
で
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
る
人
に
と
っ
て
、
圏
外
に
な
っ
た
時
の

孤
独
感
は
ひ
と
し
お
で
あ
る
こ
と
を
さ
す
。［
天
涯
孤
独
］

　

③�

「
万
国
胸き
ょ
う
痛つ
う
」（
二
〇
〇
一
年
）
米
国
で
の
テ
ロ
、
そ
れ
に
対
す
る

報
復
。
世
界
は
ど
ち
ら
に
も
胸
を
痛
め
て
い
る
。［
万
国
共
通
］

　

こ
れ
ら
の
他
に
も
、「
死
意
止
帯ベ
ル
ト」
は
「
シ
ー
ト
ベ
ル
ト
」
な
ど
、

元
祖
が
四
字
熟
語
で
は
な
い
も
の
も
可
と
し
て
い
る
。「
様
様
様
様
」
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は
、
な
ん
と
「
ヨ
ン
様
」。
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
創
意
工
夫
は
、

「
元
祖
」
を
活
か
し
、
意
味
と
音
と
が
う
ま
く
共
鳴
し
合
っ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
こ
が
創
意
工
夫
の
眼
目
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
作
品
を
三
〇
作
品
ほ
ど
紹
介
し
、
そ
の
創
意
工
夫
に
つ
い

て
言
及
し
、
こ
れ
ら
に
負
け
な
い
も
の
を
創
作
し
よ
う
と
提
案
し
た
。

　

生
徒
の
作
品
と
コ
メ
ン
ト
を
掲
載
す
る
（［　

］
内
は
「
元
祖
」）。

　

①
「
厚
顔
無
駄
」
厚
い
化
粧
は
ム
ダ
な
も
の
。［
厚
顔
無
恥
］

　

②�

「
授
業
必ひ
つ

睡す
い

」
授
業
は
必
ず
寝
て
し
ま
う
こ
と
。［
盛
者
必
衰
］

　

③�

「
地
震
焼
失
」
地
震
で
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
焼
け
て
し
ま
い
、

す
っ
か
り
自
信
を
な
く
す
る
こ
と
。［
自
信
喪
失
］

　

④�

「
震
災
求き
ゅ
う

円え
ん

」
震
災
の
救
援
に
は
お
金
が
い
る
か
ら
、
み
ん
な
で

「
求
円
」
し
よ
う
。［
震
災
救
援
］

　

⑤�

「
一い
つ

客か
く

千
金
」
政
治
家
の
所
に
来
る
客
は
た
い
て
い
ワ
イ
ロ
を
渡

す
の
で
、
政
治
家
は
た
や
す
く
利
益
を
得
ら
れ
る
こ
と
。［
一
攫

千
金
］

　

⑥
「
安
産
第
一
」
安
産
で
産
む
の
が
一
番
よ
い
。［
安
全
第
一
］

　

⑦�

「
菜さ
い

食し
ょ
く
源げ
ん
美び

」
野
菜
を
食
べ
る
こ
と
が
女
性
の
美
し
さ
を
作
り
出

す
。
こ
れ
は
一
つ
の
才
能
か
も
。［
才
色
兼
備
］

　

⑧�

「
右う

翁お
う

左さ

媼お
う

」
高
齢
化
の
時
代
で
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
や
お
ば
あ

ち
ゃ
ん
が
右
に
も
左
に
も
い
る
時
代
に
な
り
、
そ
の
対
応
に
皆
が

あ
わ
て
て
混
乱
し
て
い
る
。［
右
往
左
往
］

　

い
か
が
だ
ろ
う
か
。
生
徒
の
息
づ
か
い
が
聞
こ
え
て
は
こ
な
い
か
。

「
授
業
必
睡
」
と
い
っ
た
と
き
、
ほ
と
ん
ど
の
生
徒
が
中
学
校
で
学
ん

だ
『
平
家
物
語
』
が
い
か
に
い
か
め
し
い
も
の
だ
っ
た
か
が
立
ち
現
れ

て
く
る
。
元
祖
の
「
盛
者
必
衰
」
と
い
う
呪
文
の
よ
う
な
冒
頭
部
分
の

フ
レ
ー
ズ
を
授
業
で
耳
に
し
た
と
き
に
必
ず
寝
て
し
ま
う
と
い
う
の
で

あ
る
。「
盛
者
必
衰
」
と
「
授
業
必
睡
」
と
の
落
差
が
、
生
徒
の
生
活

感
と
相
俟
っ
て
独
特
の
ユ
ー
モ
ア
を
醸
し
出
し
て
い
る
。
う
ま
い
。

　

教
師
が
提
案
す
る
言
語
活
動
が
、
作
文
の
よ
う
に
形
式
か
ら
内
容
に

至
る
ま
で
す
べ
て
が
そ
の
裁
量
に
任
さ
れ
て
い
る
と
、
生
徒
は
戸
惑
う
。

そ
こ
で
、
一
定
の
形
式
を
あ
ら
か
じ
め
提
示
す
る
こ
と
で
、
創
作
意
欲

を
活
発
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
四
字
熟
語
の
よ
う
な
し
っ
か

り
し
た
型
が
あ
る
と
、
そ
れ
ら
を
換
骨
奪
胎
し
て
新
し
い
も
の
に
作
り

換
え
る
こ
と
に
生
徒
は
才
能
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
た

創
作
は
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
が
四
字
熟
語
と
い
う
文
化
を
共
有
し
て
い

る
か
ら
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
る
こ
と
に
も
ぜ
ひ
触
れ
た
い
。

　

も
っ
と
漢
文
の
授
業
を
し
よ
う
！　

も
っ
と
漢
文
を
楽
し
く
教
え
よ

う
！　

漢
文
の
授
業
を
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
パ
ー
の
手
か
ら
取
り
戻
そ
う
！

　

四
字
熟
語
の
授
業
で
「
盛
者
必
衰
」
な
ど
と
呪
文
を
唱
え
て
い
な
い

で
、
生
徒
の
頭
か
ら
「
授
業
必
睡
」
を
引
き
出
そ
う
。
単
に
覚
え
さ
せ

る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
頭
で
考
え
さ
せ
、
創
作
の
領
域
で
思
う
存
分

創
意
工
夫
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
初
め
て
生
徒
自
身
の
も
の
と
な
る
。

　

四
字
熟
語
は
、
漢
文
と
現
代
文
と
の
よ
き
架
け
橋
と
な
る
。
も
う
漢

文
は
こ
わ
く
な
い
。
創
作
の
翼
を
得
て
、
ぜ
ひ
と
も
自
信
を
持
っ
て
、

漢
文
の
授
業
に
取
り
組
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
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漢
詩
を「
戯
訳
」し
て
み
よ
う

大お
お

村む
ら

勅と
き

夫お　
　

（
北
海
道
旭
川
東
高
等
学
校
）　　

　

漢
詩
の
魅
力
の
一
つ
は
音
韻
、
特
に
リ
ズ
ム
感
に
あ
る
。
た
と
え
ば
、

見
事
な
対
句
な
ど
に
生
徒
は
惹
き
付
け
ら
れ
る
。（
昨
年
度
に
指
導
し
た

中
で
は
、「
春
日
憶
李
白
」
の
「
清
新
庾
開
府
、
俊
逸
鮑
参
軍
」
の
箇
所
を

非
常
に
気
に
入
り
、
そ
ら
で
唱
え
始
め
た
生
徒
も
い
た
。）
も
ち
ろ
ん
、
音

韻
だ
け
で
は
な
く
、
解
釈
に
つ
い
て
も
指
導
す
る
が
、
そ
の
読
解
を
深

め
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
そ
の
理
解
度
を
把
握
す
る
た
め
に
、「
書

き
換
え
」
を
さ
せ
て
み
た
。「
書
き
換
え
」
は
内
容
が
し
っ
か
り
理
解

さ
れ
て
い
な
い
と
出
来
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
じ
っ
く
り

と
読
解
を
試
み
る
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　

今
回
は
、
高
校
一
年
生
の
一
月
に
七
五
調
で
「
戯
訳
」
を
さ
せ
て
み

た
。
戯
訳
と
は
、
こ
こ
で
は
、
井
伏
鱒
二
が
于
武
陵
の
「
勧
酒
」
に
つ

い
て
、「
花
発
多
風
雨
、
人
生
足
別
離
」
を
「
ハ
ナ
ニ
ア
ラ
シ
ノ
タ
ト

エ
モ
ア
ル
ゾ　
「
サ
ヨ
ナ
ラ
」
ダ
ケ
ガ
人
生
ダ
」
と
訳
し
て
み
た
よ
う

に
、
意
訳
し
た
も
の
の
意
趣
を
さ
ら
に
進
め
た
も
の
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
七
五
調
と
規
定
し
た
理
由
は
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
、
短

い
字
数
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
は
、
そ
の
内
容
を
表
す
た
め
に
よ
り
適
切

な
語
を
選
択
す
る
必
要
が
あ
り
、
つ
ま
り
、
試
行
錯
誤
を
促
す
行
為
と

な
る
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
に
は
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
体
感
を
さ
せ
た
い
か

ら
で
あ
る
。
韻
文
で
あ
る
漢
詩
の
心
地
よ
い
軽
や
か
さ
な
ど
を
損
な
わ

な
い
た
め
に
、
調
子
を
持
た
せ
て
詠
ま
せ
る
。

　

単
元
計
画
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　

第
１
次　
「
江
雪
」「
涼
州
詞
」
の
解
釈

　
　

第
２
次　
「
江
雪
」「
涼
州
詞
」
の
戯
訳
と
相
互
評
価

　
　

第
３
次　
「
贈
別
」
の
戯
訳
と
相
互
評
価

　

第
１
次
で
は
、
両
詩
に
つ
い
て
生
徒
と
共
に
解
釈
を
進
め
る
と
と
共

に
、「
江
雪
」
の
対
句
を
注
目
さ
せ
、「
涼
州
詞
」
の
動
と
静
の
情
景
を

捉
え
さ
せ
た
。
講
義
を
聞
き
、
語
注
等
を
読
む
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
は

解
釈
を
な
し
て
い
た
。

　

第
２
次
で
は
、
ま
ず
参
考
と
し
て
、
多
く
の
中
学
校
で
も
扱
わ
れ
て

い
る
「
春
暁
」
の
戯
訳
を
い
く
つ
か
挙
げ
る
。
井
伏
、
土
岐
善
麿
、
松

下
緑
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
勧
酒
」
の
井
伏
訳
を
挙
げ
た
。
そ

れ
ら
を
参
考
に
、「
江
雪
」
な
い
し
「
涼
州
詞
」
の
戯
訳
を
行
わ
せ
た
。

第
１
次
で
解
釈
に
つ
い
て
は
指
導
し
た
た
め
、
そ
れ
ほ
ど
苦
労
し
て
い

た
生
徒
は
い
な
か
っ
た
が
、
七
五
調
に
合
わ
せ
る
こ
と
に
適
度
な
刺
激

を
受
け
、
何
度
も
指
折
り
数
え
な
が
ら
、
あ
る
い
は
口
ず
さ
み
な
が
ら

取
り
組
ん
で
い
た
。
以
下
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
徒
作
品
例
を
載
せ
る
。
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江
雪

　

千　
山　
鳥　
飛ブ
コ
ト

　

絶エ　
　
　
　
　

風
切
ル
音
ハ
聞
コ
エ
ナ
イ

　

万　
径　
人じ
ん　

蹤し
よ
う　

滅ス　
　
　
　
　

地
ヲ
踏
ム
音
モ
聞
ケ
ヌ
マ
マ

　

孤　
舟　
蓑さ　

笠り
ふ
ノ

　

翁　
　
　
　
　

舟
・
笠
ポ
ツ
リ
タ
ダ
浮
カ
ブ

　

独リ　

釣ル　

寒　
江ノ　

雪　
　
　
　
　

釣
レ
ヌ
魚
ヲ
雪
ト
待
ツ

　
　

涼
州
詞

　

葡　
萄ノ　

美　
酒　
夜　
光ノ　

杯　
　

夢
見
た
よ
う
な　

パ
ー
テ
ィ
ー
で

　

欲ス
レ
バレ
飲マ
ン
ト
　

琵　
琶　
馬　
上ニ　

催ス　
　

酒
に
溺
れ
て　

歌
に
酔
う

　

酔ヒ
テ

　

臥ス二
沙　
場ニ一
君　
莫な
カ
レレ

笑フ
コ
ト

　
　

恥
じ
ら
い
な
ん
て　

忘
れ
よ
う

　

古　
来　
征　
戦　
幾　
人カ　

回か
へ
ル
　
　

二
度
と
こ
の
世
で　

会
え
ぬ
な
ら

　

こ
れ
ら
の
生
徒
の
作
品
は
、
教
員
側
で
口
頭
発
表
し
た
。
ど
の
作
品

に
つ
い
て
も
、
生
徒
た
ち
の
反
響
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
。

　

そ
し
て
、
第
３
次
で
は
、
前
次
の
応
用
と
し
て
、
杜
牧
の
「
贈
別
」

を
投
げ
込
み
教
材
に
用
い
て
戯
訳
を
行
わ
せ
た
。
語
注
を
五
つ
だ
け
提

示
し
、
講
義
な
ど
は
せ
ず
、
生
徒
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
の
み
で
戯
訳
さ
せ

た
。「
贈
別
」
を
選
ん
だ
の
は
、
擬
人
法
の
よ
う
に
心
情
を
蠟
燭
に
仮

託
し
て
い
る
情
景
を
捉
え
さ
せ
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
戯
訳
を
し
て

い
る
様
子
を
見
る
と
、
前
次
の
生
徒
作
品
を
想
起
し
な
が
ら
、
よ
り
素

晴
ら
し
い
作
品
を
作
ろ
う
と
、
対
句
に
こ
だ
わ
っ
た
り
、
脚
韻
を
な
そ

う
と
し
た
り
す
る
生
徒
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
ま
た
、
七
五
調
の
戯
訳

を
完
成
さ
せ
た
者
に
は
、
五
七
調
や
都
々
逸
調
で
の
作
成
も
提
示
し
た

と
こ
ろ
、
嬉
々
と
し
て
即
座
に
取
り
組
ん
で
い
た
。

　

以
下
に
生
徒
作
品
例
を
載
せ
る
。

　
　

贈
別

　

多　
情ハ　

却か
へ
ツ
テ
　

似タ
リ
　

総す
べ
テ
　

無　
情ナ
ル
ニ
　
　

ア
フ
レ
ル
思
イ　

重
過
ギ
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

カ
カ
エ
ル
コ
ト
ハ　

モ
ウ
デ
キ
ヌ

　

唯ダ　

覚ユ　

尊　
前　
笑ヒ
ノ

　

不ル
ヲレ

成ラ　
　

笑
エ
ヌ
ホ
ド
ニ　

悲
シ
イ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

気
ヅ
ケ
バ
酒
モ　

ス
ス
マ
ナ
イ

　

蠟　
燭　
有リレ
心　
還ま
タ　

惜シ
ミレ
別レ
ヲ
　
　

炎
ハ
ユ
レ
テ　

サ
ダ
マ
ラ
ヌ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ワ
タ
シ
ヲ
ウ
ツ
ス　

鏡
ダ
ト

　

替ハ
リ
テレ
人ニ　

垂レ
テレ
涙ヲ　

到ル二
天　
明ニ一　

 

言
ワ
ン
バ
カ
リ
ニ　

悲
シ
ン
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

永
ク
寂
シ
イ　

夜
ガ
明
ケ
ル

　

最
後
に
な
る
が
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
な
ど
を
見
る
と
、
こ
の
漢
詩

戯
訳
の
授
業
は
生
徒
に
と
っ
て
非
常
に
面
白
い
も
の
と
な
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
中
で
も
興
味
深
い
の
は
あ
る
生
徒
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
あ
る
。
寺

山
修
司
の
「
さ
よ
な
ら
だ
け
が
人
生
な
ら
ば
」
が
書
か
れ
て
い
た
。
初

め
に
紹
介
し
た
「
勧
酒
」
の
井
伏
訳
を
聞
き
、
自
分
で
調
べ
た
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
漢
詩
な
ら
び
に
国
語
へ
の
興
味
や
関
心
が
非
常
に
深

ま
っ
た
も
の
と
考
え
る
。
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●
特
集
＝
漢
文
教
師
を
「
育
て
る
」

　

故
事
成
語
が
孕
む
「
論
理
性
」
を
読
み
解
く

　
─
─「
先
ず
隗
よ
り
始
め
よ
」で
の
真
の
勝
利
者
は
誰
か
？

荒あ
ら

木き

美み

智ち

雄お

（
北
海
道
長
沼
高
等
学
校
）

一　

故
事
成
語
の
取
り
扱
い

　

漢
文
で
学
ぶ
「
故
事
成
語
」
は
、
初
期
入
門
と
し
て
最
適
な
教
材
で

あ
る
。
そ
れ
を
訓
点
の
用
い
方
や
書
き
下
し
文
指
導
な
ど
に
主
要
時
間

を
費
や
し
、
内
容
に
つ
い
て
「
寓
話
」
的
な
理
解
だ
け
で
は
、
教
材
化

の
深
化
と
い
う
観
点
か
ら
も
消
化
不
良
と
な
ろ
う
（
渡
辺
雅
之
「
故
事

成
語
の
背
景
」『
国
語
教
室
』
01
年
２
月
号
）。
む
し
ろ
、
歴
史
の
荒
波
を

乗
り
越
え
成
立
し
た
故
事
成
語
の
成
り
立
ち
を
理
解
し
つ
つ
、
そ
の
時

代
背
景
を
学
ぶ
意
義
は
、
深
い
。
そ
の
こ
と
が
、
漢
字
文
化
を
含
む
漢

文
学
習
の
醍
醐
味
だ
。
本
実
践
は
、
さ
ら
に
そ
れ
を
推
し
進
め
、
故
事

成
語
に
内
在
す
る
魅
惑
的
な
「
論
理
性
」
を
読
み
解
き
た
い
と
試
み
た
。

故
事
成
語
が
孕
む
「
論
理
性
」
の
意
味
付
け
を
深
く
考
察
し
、
そ
の

「
追
体
験
」
に
よ
っ
て
新
た
な
作
品
世
界
を
再
構
築
す
る
こ
と
が
、
こ

の
実
践
の
趣
旨
だ
か
ら
で
あ
る
。

　

で
は
最
初
に
私
の
授
業
実
践
の
目
標
を
こ
こ
で
明
示
し
た
い
。

　

①
音
読
を
重
視
し
、
繰
り
返
し
読
む
。

　

②�

基
本
的
な
漢
語
、
漢
文
句
法
の
基
礎
を
充
分
に
認
識
・
理
解
す
る
。

　

③
作
品
の
時
代
背
景
の
も
と
、
登
場
人
物
の
考
察
を
行
う
。

　

④�

こ
の
作
品
に
潜
む
「
論
理
性
」
を
探
り
、
そ
の
意
味
付
け
を
生
徒

の
生
活
実
態
と
重
ね
合
わ
せ
、
新
た
な
「
追
体
験
」
を
行
う
。

二　
「
呼
び
水
」
理
論
か
ら
考
察
す
る
「
論
理
性
」

　

で
は
、
授
業
実
践
を
見
て
い
こ
う
。
教
師
側
の
一
方
的
な
解
説
を
で

き
る
だ
け
避
け
、
自
由
な
想
像
力
で
喚
起
さ
せ
る
た
め
「
初
発
カ
ー

ド
」（「
初
発
の
感
想
」
を
設
問
形
式
に
し
た
筆
者
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
カ
ー
ド
）

を
使
っ
て
授
業
を
展
開
し
た
。
指
導
計
画
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

�

①
本
文
の
音
読
指
導
（「
一
文
リ
レ
ー
」・「
シ
ナ
リ
オ
」
読
み
・
範
読
・
指
名
読

み
）
→
②
書
き
下
し
文
（
生
徒
板
書
・
模
範
解
答
）
→
③
「
初
発
カ
ー
ド
」
→

④
意
味
調
べ
カ
ー
ド
（
宿
題
）
→
⑤
口
語
訳
（
生
徒
の
板
書
）
と
「
初
発
カ
ー

ド
」
模
範
解
答
の
提
示
と
解
説
→
⑥
作
品
鑑
賞
（
作
品
解
説
と
作
文
）

　

で
は
、「
初
発
カ
ー
ド
」の
設
問
と
授
業
過
程（
例
）を
紹
介
し
よ
う
。

【
設
問
１
】「
君
怒ル

」
に
つ
い
て
、「
古
の
君
」
は
な
ぜ
怒
っ
た
の
か
。

【
設
問
２
】「
千
里ノ

馬
至ル

者
三ア
リ」

で
、
名
馬
三
頭
が
来
た
の
は
な
ぜ
か
。

【
設
問
３
】
こ
の
作
品
を
要
約
せ
よ
。（
書
け
な
い
場
合
、
全
訳
・
感
想
も
可
）

　

音
読
と
書
き
下
し
文
指
導
の
す
ぐ
後
、
本
文
理
解
の
核
心
に
迫
る

「
設
問
」
を
提
起
し
た
の
は
な
ぜ
か
。
自
力
で
内
容
を
想
像
し
な
が
ら

読
み
解
く
力
が
、
読
解
力
で
あ
り
、
そ
れ
を
生
徒
に
求
め
た
か
ら
で
あ

る
。
教
科
書
記
載
の
歴
史
背
景
（
導
入
文
）
に
は
、
昭
王
に
よ
る
賢
者

の
招
聘
の
経
緯
（
昭
王
の
熱
望
）
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
登
場
人
物
に
つ

い
て
は
、
大
抵
の
教
科
書
で
は
脚
注
で
詳
解
さ
れ
て
い
る
の
で
読
解
の

重
要
な
道
標
と
な
る
。
こ
れ
ら
の
ヒ
ン
ト
か
ら
自
力
で
内
容
を
読
み
取

る
過
程
は
、
模
試
で
も
活
か
せ
る
「
受
験
知
」
と
重
な
り
、
国
語
力
を
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培
う
キ
ー
ポ
イ
ン
ト
だ
。
生
徒
は
、
問
題
の
深
さ
に
た
じ
ろ
ぎ
な
が
ら

も
、
各
設
問
を
自
力
で
熟
考
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
辞
典
を
片
手
に
未
知

（
難
解
）
な
る
漢
語
を
一
心
不
乱
に
読
み
解
く
生
徒
た
ち
。
訳
が
繫

が
っ
た
時
、
そ
の
漢
語
は
心
に
深
く
刻
ま
れ
る
。

　
【
設
問
１
】
は
、
直
前
の
文
「
買ヒ
テ二
死
馬ノ

骨ヲ

五
百
金ニ
一
而
返ル

」
を
訳
せ

ば
解
答
で
き
る
が
、
な
ぜ
死
馬
の
骨
を
涓
人
が
わ
ざ
わ
ざ
五
百
金
（
金

貨
五
百
枚
）
で
買
い
求
め
、
逃
亡
せ
ず
に
、（
斬
首
の
可
能
性
を
含
み
な

が
ら
）
堂
々
と
帰
国
し
た
の
か
が
わ
か
ら
な
い
。
疑
問
が
疑
問
を
呼
び
、

【
設
問
２
】
の
「
千
里
の
馬
が
三
頭
も
そ
の
国
に
や
っ
て
き
た
の
は
な

ぜ
か
」
に
収
斂
さ
れ
て
い
く
仕
掛
け
だ
。
な
お
、
核
心
部
分
の
「
況ン
ヤ

生ケ
ル者ヲ

乎
」は
、「
ま
し
て
生
き
て
い
る
も
の
な
ら
な
お
さ
ら
だ
」
と
脚

注
で
通
釈
す
る
教
科
書
が
多
い
こ
と
は
極
め
て
残
念
で
あ
る
。
こ
こ
は
、

教
師
の
発
問
に
よ
る
創
意
・
工
夫
で
教
材
化
す
べ
き
最
高
の
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
な
る
が
故
で
あ
る
。

　

生
徒
と
の
読
解
過
程
を
考
察
し
よ
う
。【
設
問
１
】
は
前
文
訳
「
雑

用
人
が
死
馬
の
骨
を
五
百
金
で
持
ち
帰
っ
た
か
ら
」
と
容
易
に
判
断
で

き
、
さ
ら
に
、
そ
の
前
の
使
役
の
構
文
「
昭
王
は
千
金
で
、
千
里
の
馬

を
買
っ
て
こ
い
と
雑
用
人
に
命
じ
た
」
と
い
う
部
分
を
補
え
ば
正
解
。

難
題
は
【
設
問
２
】。
脚
注
の
「
況ン
ヤ

生ケ
ル者ヲ

乎
」と
そ
の
前
文
「
死
馬ス
ラ且ツ

買フ
レ
之ヲ

」
を
結
び
付
け
て
「
抑
揚
」
の
意
味
（
繫
が
り
）
を
ど
う
導
く

の
か
が
、
最
大
の
焦
点
で
あ
る
。
指
示
語
「
之
」
は
何
か
と
問
え
ば
、

「
馬
」
と
、
す
ぐ
応
答
す
る
生
徒
。
こ
の
口
語
訳
は
、（
主
語
→
「
王
」

が
）「
死
馬
で
【
か
つ
＝
す
ら
】【
之
＝
馬
】
を
買
う
」
と
い
う
自
力
通

釈
と
、
次
の
「
ま
し
て
生
き
て
い
る
も
の
は
な
お
さ
ら
だ
」（
懇
切
丁

寧
す
ぎ
る
脚
注
）
を
ど
う
結
合
さ
せ
正
解
を
導
く
の
か
が
問
わ
れ
る
。

生
徒
の
「
カ
ー
ド
」
で
最
も
興
味
深
か
っ
た
の
が
、
次
の
解
答
だ
。

　

�「
王
に
選
ば
れ
た
馬
の
ハ
ー
ド
ル
が
、
あ
え
て
低
か
っ
た
か
ら
、『
俺
の
馬
だ
っ

た
ら
、
絶
対
選
ば
れ
る
だ
ろ
う
』
と
金
に
釣
ら
れ
て
行
動
す
る
輩
が
多
く
い
て
、

そ
の
中
に
よ
り
優
秀
な
馬
を
持
っ
て
い
る
者
が
三
人
い
て
持
っ
て
行
っ
た
か
ら

だ
（
Ｔ
・
Ｔ
）」（「
低
ハ
ー
ド
ル
論
」
提
唱
）。

　

な
ぜ
、
こ
の
低
ハ
ー
ド
ル
論
＝
「
呼
び
水
」
理
論
は
私
た
ち
を
魅
了

す
る
か
。
人
間
の
深
層
心
理
を
巧
み
に
つ
い
て
誰
で
も
持
ち
得
る
強
欲

心
や
競
争
心
を
刺
激
し
、
思
わ
ず
行
動
せ
ざ
る
を
得
な
い
心
理
作
用
か

ら
だ
。
こ
れ
が
「
千
里
馬
を
〈
一
万
金
〉
で
買
い
求
め
る
」
と
懸
賞
金

を
出
し
て
も
千
里
馬
は
集
ま
ら
な
い
。
ど
ん
な
名
馬
で
も
（
逆
に
懸
賞

金
の
高
さ
に
反
比
例
し
）「
ど
う
せ
、
俺
の
馬
は
だ
め
だ
」
と
諦
め
る
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
思
考
回
路
が
働
き
、
そ
れ
が
足
を
遠
の
か
せ
て
し
ま
う
。

ま
さ
し
く
「
呼
び
水
」
と
は
生
徒
の
言
葉
で
言
い
換
え
た
よ
う
に
、

「
低
ハ
ー
ド
ル
」（
象
徴
性
）
の
意
味
を
放
つ
。「
初
発
カ
ー
ド
」
で
こ

こ
ま
で
読
み
を
深
め
ら
れ
た
の
で
、
後
の
口
語
訳
等
の
授
業
は
、
ス

ム
ー
ズ
に
展
開
し
た
。

三　

真
の
賢
者
は
誰
か

　

生
徒
は
、
昭
王
が
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
ま
で
賢
者
の
招
聘
を
熱
望
し
た
の

か
、
疑
問
を
持
っ
た
。
そ
こ
で
改
め
て
詳
し
い
時
代
背
景
を
紹
介
し
た
。

　

こ
の
時
代
背
景
か
ら
興
味
を
喚
起
さ
せ
「
千
里
馬
」「
死
馬
」
の
象

徴
性
と
い
う
「
意
味
」
を
考
察
さ
せ
、
鑑
賞
を
深
め
た
が
、
そ
れ
以
上

に
、
生
徒
の
知
的
好
奇
心
は
、「
涓
人
」「
隗
」
の
圧
倒
的
な
存
在
感
に

向
か
っ
た
。
そ
の
行
動
様
式
と
深
層
心
理
に
つ
い
て
疑
問
が
多
く
あ
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が
っ
た
の
で
、
主
な
四
点
を
紹
介
し
よ
う
。

　

①�
「
涓
人
」
は
死
馬
の
骨
に
対
し
て
五
百
金
を
本
当
に
支
払
っ
た
の

か
。（
千
金
す
べ
て
旅
費
に
あ
て
放
蕩
を
尽
く
し
て
の
帰
国
で
は
？
）

　

②�

「
古
の
君
」
は
、「
涓
人
」
を
何
故
す
ぐ
に
斬
首
せ
ず
に
、
愚
か
な

話
に
耳
を
傾
け
た
の
か
。（
斬
首
の
場
合
、
君
主
は
千
金
と
千
里
馬

の
両
方
を
失
う
。
そ
の
損
得
勘
定
か
ら
、
自
分
の
憤
怒
の
感
情
処
理
の

仕
方
を
鑑
み
た
君
の
英
知
は
？
）

　

③
こ
の
「
死
馬
」
の
た
と
え
は
、
史
実
か
、
隗
の
創
作
か
。

　

④�

結
局
、
登
場
人
物
で
真
の
賢
者
（
勝
利
者
）
と
は
誰
な
の
か
。

　

四
点
の
疑
問
の
（　

）
内
は
、
私
が
補
足
説
明
し
な
が
ら
挑
発
的
に

発
問
し
た
内
容
で
あ
る
。
こ
の
内
、
②
〜
④
に
つ
い
て
は
、
各
設
問
に

自
由
に
論
述
（
八
百
字
以
内
）
さ
せ
、
ま
と
め
の
作
品
鑑
賞
文
と
し
た
。

　

①
の
疑
問
で
は
、
五
百
金
を
出
し
千
里
馬
を
買
い
求
め
、
死
ん
だ
の

で
、
そ
の
骨
を
持
ち
帰
っ
た
話
を
信
じ
る
者
は
、
皆
無
。
初
め
か
ら
、

ど
こ
か
で
拾
っ
た
死
馬
の
骨
を
持
ち
帰
り
、
千
金
全
て
豪
遊
で
使
い
切

る
「
涓
人
」
の
智
恵
に
脱
帽
す
る
生
徒
た
ち
。
し
か
も
②
で
は
、
策
略

家
「
涓
人
」
に
対
し
て
、「
斬
首
せ
よ
」
と
君
が
命
じ
れ
ば
、
ど
ん
な

反
論
を
し
た
の
か
と
私
が
挑
発
す
る
と
、
生
徒
は
熟
考
し
た
後
、
叫
ぶ
。

「
涓
人
は
自
分
を
殺
し
て
も
金
貨
と
千
里
馬
を
失
う
だ
け
だ
と
懇
願
し

た
は
ず
」
と
。
さ
ら
に
「
死
馬
さ
え
大
金
で
買
う
君
の
噂
は
、
瞬
く
間

に
各
地
へ
伝
播
し
、
必
ず
千
里
の
馬
が
到
来
す
る
は
ず
。
そ
れ
が
達
成

で
き
な
い
時
、
彼
を
斬
首
し
て
も
遅
く
は
な
い
」
と
い
う
理
論
武
装
を

説
明
す
る
生
徒
た
ち
。
目
標
達
成
し
た
場
合
、
さ
ら
な
る
恩
賞
を
得
る

計
略
は
他
を
圧
倒
し
て
い
る
と
私
が
補
足
し
た
後
、
記
述
さ
せ
た
の
が
、

次
の
②
の
生
徒
作
品
（
論
述
文
）
で
あ
る
。

　

�　
「
古
の
君
が
涓
人
を
殺
さ
な
か
っ
た
理
由
は
、
も
し
君
が
涓
人
を
殺
し
て
し

ま
っ
た
場
合
、
自
分
の
怒
り
は
転
嫁
で
き
る
が
、
千
金
と
千
里
馬
は
失
っ
た
ま

ま
で
何
も
得
る
も
の
が
な
く
、
マ
イ
ナ
ス
面
が
さ
ら
に
拡
散
し
て
し
ま
う
か
ら

だ
。
逆
に
君
が
涓
人
を
殺
す
こ
と
を
猶
予
し
た
場
合
、
涓
人
の
主
張
が
正
し
け

れ
ば
、
千
金
さ
え
無
駄
金
と
な
ら
ず
に
、
千
里
馬
も
手
中
に
収
め
ら
れ
る
。
も

し
か
り
に
、
千
里
馬
が
来
な
け
れ
ば
、
そ
こ
で
涓
人
に
対
し
て
憎
し
み
を
込
め
、

八
つ
裂
き
に
し
て
殺
せ
ば
良
い
と
判
断
し
た
は
ず
だ
。
古
の
君
は
苦
々
し
く
思

い
な
が
ら
も
熟
慮
し
た
上
で
行
動
し
た
人
だ
と
私
は
思
う
。」（
Ｎ
・
Ｍ
）

　

こ
の
「
死
馬
」
の
た
と
え
で
は
、「
史
実
」「
創
作
」
の
問
題
③
が
、

④
と
深
く
絡
み
合
う
。「
史
実
」
と
答
え
た
生
徒
の
場
合
は
、「
涓
人
」

の
巧
み
な
策
略
は
完
璧
だ
と
讃
え
て
、
彼
を
真
の
賢
者
（
勝
利
者
）
と

し
て
い
る
。
ま
た
一
方
、
感
情
に
流
さ
れ
ず
、
そ
の
策
略
を
し
っ
か
り

と
受
け
止
め
、
千
里
馬
三
頭
を
確
実
に
手
に
入
れ
た
「
古
の
君
」
と
同

様
に
、
個
性
的
賢
者
を
操
縦
で
き
る
「
昭
王
」
こ
そ
が
、
名
君
だ
と
称

賛
し
た
生
徒
も
い
た
。
も
し
「
創
作
」
の
場
合
、
完
全
無
欠
な
「
呼
び

水
」
理
論
を
「
無
」
か
ら
「
有
」
へ
と
練
り
上
げ
て
自
分
を
売
り
込
む

こ
と
を
忘
れ
ず
、
そ
の
上
歴
史
上
有
名
な
賢
者
三
名
も
の
招
聘
に
成
功

し
た
「
隗
」
こ
そ
、
最
高
の
賢
者
（
勝
利
者
）
だ
と
論
述
す
る
生
徒
も

多
か
っ
た
。
同
様
に
前
述
し
た
と
同
じ
論
理
で
、
歴
史
上
の
名
君
と
し

て
復
讐
を
な
し
得
た
の
は
「
昭
王
」
で
あ
り
、
隗
を
登
用
し
使
い
こ
な

し
た
彼
こ
そ
賢
者
で
あ
る
と
も
言
え
る
と
答
え
た
数
名
の
生
徒
が
い
た
。

　

こ
ん
な
実
践
で
ど
れ
だ
け
「
論
理
力
」
を
養
っ
た
の
か
、
今
日
も
疑

問
を
抱
き
な
が
ら
毎
時
間
教
壇
に
立
っ
て
い
る
。
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●
特
集
＝
漢
文
教
師
を
「
育
て
る
」

『
論
語
』
の
素
読
の
実
践

塩し
お

田だ

佳よ
し

子こ

（
栃
木
県
立
宇
都
宮
女
子
高
等
学
校
）

　

本
校
で
は
平
成
十
七
年
度
入
学
生
よ
り
、
国
語
科
の
指
導
に
お
い
て

『
論
語
』
の
素
読
を
取
り
入
れ
、
一
年
生
は
「
国
語
総
合
」、
二
、三
年

生
は
「
古
典
」
の
授
業
の
冒
頭
で
毎
時
間
二
章
ず
つ
行
っ
て
い
る
。
そ

の
き
っ
か
け
は
、
一
年
次
の
漢
文
導
入
の
時
期
を
古
典
文
法
を
一
通
り

学
習
し
た
後
の
夏
休
み
前
期
課
外
か
ら
に
し
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
漢
文

は
古
典
文
法
を
基
本
と
し
て
い
る
の
で
、
古
典
文
法
（
特
に
助
動
詞
）

学
習
後
に
漢
文
指
導
を
始
め
た
方
が
効
果
的
で
あ
る
と
考
え
た
た
め
で

あ
る
。
生
徒
た
ち
は
高
校
生
に
な
っ
て
初
め
て
本
格
的
に
漢
文
を
学
習

す
る
が
、
漢
字
ば
か
り
の
文
章
に
苦
手
意
識
を
抱
き
、
敬
遠
し
て
し
ま

う
傾
向
が
あ
る
。
そ
こ
で
導
入
ま
で
の
四
ヶ
月
の
間
、『
論
語
』
の
素

読
を
通
し
て
、
毎
日
漢
文
に
触
れ
る
こ
と
で
漢
文
特
有
の
言
い
回
し
に

慣
れ
親
し
ま
せ
、
さ
ら
に
『
論
語
』
の
章
句
を
味
わ
う
こ
と
で
人
間
の

生
き
方
に
つ
い
て
考
え
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

　

一
年
次
前
期
の
『
論
語
』
の
素
読
の
や
り
方
は
、
担
当
生
徒
（
出
席

番
号
順
に
担
当
）
に
付
き
従
っ
て
書
き
下
し
文
を
参
考
に
繰
り
返
し
読

む
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
毎
時
間
行
う
こ
と
で
、
生
徒
た
ち
は
戸
惑
い

な
が
ら
も
漢
文
特
有
の
言
い
回
し
に
慣
れ
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
漢
文
学
習
後
の
一
年
次
後
期
に
お
い
て
は
以
下
の
よ
う
な
方
法
で

素
読
を
行
っ
て
い
る
。

〈
一
年
次
後
期
の
『
論
語
』
素
読
の
方
法
〉

　

①�

担
当
生
徒
が
書
き
下
し
文
を
読
み
、
他
の
生
徒
は
白
文
を
見
な
が

ら
担
当
生
徒
の
後
に
つ
い
て
音
読
す
る
。

　

②�

白
文
中
の
句
形
や
語
句
の
読
み
な
ど
、
大
切
だ
と
気
づ
い
た
点
を

隣
の
生
徒
と
指
摘
し
あ
う
。

　

③�

チ
ェ
ッ
ク
し
た
内
容
に
注
意
し
な
が
ら
、
全
員
で
二
回
ず
つ
、
な

る
べ
く
白
文
を
見
て
音
読
す
る
。

　

④
教
師
が
口
語
訳
を
読
み
、
内
容
に
つ
い
て
解
説
す
る
。

　

⑤
次
の
章
を
同
様
に
読
む
。

　

⑥�

隣
の
席
の
生
徒
と
二
人
で
そ
の
日
に
読
ん
だ
章
を
二
回
ず
つ
音
読

す
る
。

　

漢
文
学
習
後
の
一
年
次
後
期
に
お
け
る
こ
の
活
動
は
、
漢
文
の
基
本

的
な
構
造
へ
の
意
識
付
け
、
授
業
で
学
習
し
た
再
読
文
字
や
置
き
字
、

句
形
の
確
認
を
す
る
と
い
う
意
味
で
効
果
的
で
あ
る
。
ま
た
、
ま
だ
学

習
し
て
い
な
い
重
要
句
形
を
先
取
り
し
て
学
習
し
、
教
科
書
で
出
て
き

た
際
に
さ
ら
に
深
め
て
い
く
こ
と
も
で
き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
毎
時
間
親
し
ん
で
い
る
『
論
語
』
の
理
解
を
深
め
る
た

め
に
、
平
成
二
十
二
年
度
、
二
年
生
文
型
生
徒
、
理
型
生
徒
の
希
望
者
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対
象
に
、
湯
島
聖
堂
主
催
の
漢
文
検
定
（
寺
子
屋
論
語
の
部
）
を
受
検

し
た
。『
論
語
』
の
章
句
を
深
く
理
解
し
、
自
分
の
も
の
と
し
て
い
く

た
め
に
は
単
に
表
面
的
に
文
字
を
目
で
追
い
、
教
員
側
の
解
説
を
聞
い

て
い
る
だ
け
で
な
く
、
内
容
を
把
握
す
る
よ
う
に
意
識
的
に
な
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
考
え
た
。

　

検
定
受
検
後
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、「『
論
語
』
の
章

句
を
今
ま
で
よ
り
も
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
」「
孔
子
の
思
想

の
ポ
イ
ン
ト
が
わ
か
っ
た
」「
人
生
観
や
学
ぶ
姿
勢
な
ど
人
生
の
教
訓

に
な
る
章
を
覚
え
ら
れ
て
良
か
っ
た
」
等
、『
論
語
』
の
章
句
の
内
容

の
深
ま
り
や
自
己
の
内
面
の
変
化
を
述
べ
た
生
徒
が
多
か
っ
た
。
ま
た
、

「『
論
語
』
を
覚
え
る
こ
と
で
句
形
や
語
句
の
意
味
も
覚
え
ら
れ
た
の
で

役
に
立
っ
た
」
等
、
句
形
へ
の
理
解
や
漢
文
学
習
へ
の
意
欲
の
高
ま
り

を
述
べ
た
者
も
か
な
り
見
ら
れ
た
。

　

さ
ら
に
『
論
語
』
の
素
読
の
成
果
を
確
認
す
る
た
め
に
、
平
成

二
十
四
年
一
月
に
三
年
生
を
対
象
に
『
論
語
』
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト

を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
多
く
の
生
徒
が
『
論
語
』
の
素
読
を
経
験
で

き
て
良
か
っ
た
と
回
答
し
た
。
自
由
記
述
に
お
い
て
は
「『
論
語
』
に

は
人
生
の
中
で
何
か
大
き
な
壁
に
ぶ
ち
当
た
っ
た
時
に
解
決
の
助
け
に

な
る
よ
う
な
言
葉
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
」「
漢
文
の
文
章
の
構
成
が
理

解
で
き
て
、
白
文
が
読
み
や
す
く
な
っ
た
」「
ほ
ぼ
毎
日
読
ん
だ
の
で

句
形
に
自
然
と
意
識
が
向
く
よ
う
に
な
っ
た
」「
現
代
で
も
通
用
す
る

考
え
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
」
等
の
感
想
が
得
ら
れ
た
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
生
徒
は
『
論
語
』
を
通
し
て
漢
文
の
基
礎
力
が
身
に
つ
き
、
儒
家

の
思
想
に
つ
い
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、

本
校
の
『
論
語
』
の
素
読
の
目
標
は
ほ
ぼ
達
成
で
き
た
と
言
え
る
。
そ

の
反
面
、「
難
し
す
ぎ
て
、
結
局
何
が
言
い
た
い
の
か
わ
か
ら
な
い
章

も
あ
っ
た
」
と
答
え
た
生
徒
も
お
り
、
古
来
よ
り
様
々
な
注
釈
が
存
在

し
、
解
釈
が
難
し
い
章
句
に
関
し
て
は
、
教
員
側
が
複
数
の
解
説
を
提

示
し
な
が
ら
説
明
す
る
な
ど
生
徒
が
理
解
で
き
る
よ
う
努
め
て
い
く
必

要
が
あ
る
と
い
う
課
題
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
『
論
語
』

に
は
解
釈
が
困
難
な
章
句
も
あ
る
が
、
短
い
章
句
で
重
要
句
形
を
学
ぶ

こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
儒
家
の
思
想
を
理
解
し
、
そ
し
て
そ
の
章
句
を

味
わ
う
こ
と
で
生
徒
の
人
間
的
な
成
長
も
期
待
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、

漢
文
初
期
指
導
に
お
い
て
『
論
語
』
の
素
読
は
非
常
に
有
効
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
三
年
間
に
学
習
し
た
古
典
作
品
の
中
で
印
象
に
残
っ
た

も
の
を
生
徒
に
聞
く
と
「
論
語
」「
伯
夷
叔
斉
」「
荆
軻
」「
赤
壁
賦
」

等
の
漢
文
教
材
を
挙
げ
る
生
徒
が
多
い
。
そ
れ
は
、
人
生
や
人
間
の
あ

り
方
に
つ
い
て
深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
か
ら
だ
と
い
う
。
確
か
に
大
学

受
験
だ
け
を
考
え
る
と
漢
文
に
か
け
る
授
業
時
間
は
少
な
く
な
る
傾
向

に
あ
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
仕
方
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、

価
値
観
が
画
一
化
し
、
自
分
の
生
き
方
が
見
え
に
く
く
な
っ
て
い
る
現

在
、
教
材
を
通
じ
て
人
と
し
て
の
あ
り
方
生
き
方
を
生
徒
に
伝
え
、
考

え
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
漢
文
教
材
を
、
も
っ
と
効
果
的
に
授
業
に
取

り
上
げ
て
い
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。



『中�国文化史大事典』�
刊行のご案内

①

②

『新編 古典』漢文編の扉には、中国古代の器物が描かれています。
これらがなんだか、わかりますか？　それぞれの名称と解説を、
左ページの『中国文化史大事典』の項目から
選んでみてください。（答えは p.28）

③

④

『新編 古典』扉のコレは何？大修館の
新教科書

新刊
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『中国文化史大事典』は、こんな事典です

○本邦最大の中国文化総合事典！
　各分野の第一線の研究者約 500 人が集結。収録項目数は 7,000 余。
　 見出しで立っている項目以外でも、中国文化の理解に重要な約 1,400 語を関連する

項目内で解説。

○中国の歴史・伝統文化をまるごと凝縮！
　 歴史・文学・思想はもちろん、考古学・科学技術・美術・芸能・服飾など、中国 

伝統文化を形づくるさまざまな分野の項目をこの一冊に。
　時代は有史以前から 20 世紀初頭までを網羅。

○引きやすく、調べやすい！
　 全項目を五十音順に配列、簡潔・平易に解説。解説内に出てくる、見出しで立っ 

ている人名・書名などにはアステリスク（＊）を付し、相互参照を容易に。
　総索引・総画索引・ピンイン索引を付し、引きやすさを追求。

� ［組見本（75%縮小）］

答え：①−C、②−A、③−B、④−D
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〈
鴻
門
の
会
〉に
み
る『
史
記
』の
文
体
的
特
徴
（
中
）

　
　
　
　
─
─
『
漢
書
』
と
の
比
較
か
ら

坂さ
か　

口ぐ
ち　

三み

　

樹き

（
文
教
大
学
）

　
　
　
　

三

　
〈
鴻
門
の
会
〉
に
お
け
る
沛
公
の
危
機
を
救
っ
た
の
は
、
危
険
を
冒

し
て
酒
宴
の
場
に
闖
入
し
た
樊は
ん

噲か
い

の
行
動
で
あ
っ
た
。
次
に
、『
史
記
』

と
『
漢
書
』
の
そ
の
場
面
の
記
述
を
比
較
し
て
み
よ
う
。
た
だ
し
、

『
漢
書
』
高
帝
紀
の
記
述
は
「
樊
噲
聞
二
事
急
一、
直
入
、
怒
甚
。
羽
壯
レ

之
、
賜
以
レ
酒
。
噲
因
譙
二

-

讓
羽
一。（
樊
噲
事
の
急
な
る
を
聞
き
、
直
ち

に
入
り
、
怒
る
こ
と
甚
だ
し
。
羽
之
を
壮
と
し
、
賜
ふ
に
酒
を
以
て
す
。

噲
因
り
て
羽
を
譙
譲
す
。）」
と
あ
ま
り
に
簡
略
に
過
ぎ
る
の
で
、
こ
こ

で
は
よ
り
詳
細
な
『
漢
書
』
樊は
ん

酈れ
き

滕と
う

灌か
ん

傅ふ

靳き
ん

周し
ゅ
う

伝
（
以
下
、
煩
を
避
け

て
「
樊
噲
伝
」
と
記
す
。）
の
記
述
と
比
較
す
る
こ
と
と
す
る
（
本
文
対

照
表
「
三 

樊
噲
闖
入
の
場
面
」
参
照
）。

　

両
書
の
記
述
に
は
い
く
つ
か
の
相
違
が
認
め
ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は

ひ
と
ま
ず
、
①
樊
噲
が
酒
宴
の
場
に
闖
入
す
る
ま
で
の
経
緯
、
②
項
羽

が
樊
噲
に
酒
肉
を
与
え
る
場
面
、
③
項
羽
の
非
を
咎
め
る
樊
噲
の
発
話

描
写
、
の
三
点
に
絞
っ
て
検
討
を
加
え
る
。

　

ま
ず
①
の
点
に
つ
い
て
見
れ
ば
、『
史
記
』
の
会
話
の
多
用
が
注
意

を
ひ
く
。『
漢
書
』
の
「
乃
持
レ
盾
入
。（
乃
ち
盾
を
持
し
て
入
る
。）」
ま

で
の
部
分
が
、
会
話
を
交
え
ず
わ
ず
か
二
十
二
字
で
こ
と
の
経
緯
を
平

板
に
説
明
す
る
の
に
対
し
、『
史
記
』
で
は
「
噲
卽
帶
レ
劒
擁
レ
盾
入
二

軍
門
一。（
噲
即
ち
剣
を
帯
び
盾
を
擁
し
て
軍
門
に
入
る
。）」
ま
で
の

五
十
八
字
の
う
ち
、
張
良
・
樊
噲
の
発
話
描
写
が
三
十
二
字
を
占
め
て

お
り
、
二
人
の
会
話
に
よ
っ
て
場
面
が
立
体
的
に
進
行
し
て
ゆ
く
。
と

り
わ
け
「
今
日
之
事
何
如
。（
今
日
の
事
何
如
。）」「
甚
急
。（
甚
だ
急
な

り
。）」「
此
廹
矣
。（
此
れ
迫
れ
り
。）」
と
い
っ
た
発
話
か
ら
は
、
主
人

の
危
難
に
直
面
し
て
緊
迫
す
る
二
人
の
様
子
が
生
き
生
き
と
伝
わ
っ
て

く
る
。
さ
ら
に
、『
漢
書
』
で
は
単
に
「
持
レ
盾
（
盾
を
持
し
）」
と
の

み
あ
る
記
述
も
、『
史
記
』
で
は
「
帶
レ
劒
擁
レ
盾
（
剣
を
帯
び
盾
を
擁

し
）」
の
ご
と
く
細
か
く
描
写
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
樊
噲
の
決
死

の
覚
悟
が
浮
か
び
上
が
る
。
ま
た
、
衛
兵
の
制
止
を
強
行
突
破
す
る
く

だ
り
で
も
、『
漢
書
』
が
「
噲
直
撞
入
、
立
二
帳
下
一。（
噲 

直
ち
に
撞つ

き

て
入
り
、
帳
下
に
立
つ
。）」
と
、
事
態
の
帰
結
を
簡
潔
に
記
す
だ
け
な
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の
に
対
し
、『
史
記
』
は
「
樊
噲
側
二
其
盾
一
以
撞
。
衞
士
仆
レ
地
。（
樊

噲
其
の
盾
を
側そ
ば
たて
て
以
て
撞
く
。
衛
士
地
に
仆た
ふ

る
。）」
と
突
破
の
際
の
様

子
を
具
体
的
に
描
写
し
、「
披
レ
帷
西
嚮
立
、
瞋
レ
目
視
二
項
王
一。
頭
髮

上
指
、
目
眦
盡
裂
。（
帷
を
披
き
て
西
嚮
し
て
立
ち
、
目
を
瞋い
か

ら
し
て
項
王

を
視
る
。
頭
髪
上
指
し
、
目も
く

眦し

尽
く
裂
く
。）」
の
ご
と
く
、
真
向
か
い
に

立
っ
て
ま
っ
す
ぐ
に
項
羽
を
睨
み
つ
け
る
樊
噲
の
行
為
を
、
そ
の
怒
り

の
形
相
の
す
さ
ま
じ
さ
ま
で
含
め
て
こ
と
細
か
に
描
き
出
す
。
さ
ら
に
、

そ
う
し
た
樊
噲
の
行
動
を
受
け
て
の
項
羽
の
反
応
に
つ
い
て
も
、『
漢

書
』
が
「
項
羽
目
レ
之
、
問
レ
爲
レ
誰
。（
項
羽 

之
を
目
し
、
誰
と
か
為
す

と
問
ふ
。）」
の
よ
う
に
、
必
要
最
小
限
の
説
明
で
す
ま
せ
て
い
る
の
に

対
し
、『
史
記
』
で
は
「
項
王
按
レ
劒
而
跽
曰
、『
客
何
爲
者
。』（
項
王

剣
を
按
じ
て
跽
ひ
ざ
ま
づき
て
曰
は
く
、『
客
何
為
る
者
ぞ
。』
と
。）」
と
、
項
羽
の

動
き
を
具
体
的
に
描
く
。
こ
う
し
た
デ
ィ
テ
ー
ル
の
具
体
的
な
描
写
が
、

一
触
即
発
の
緊
迫
し
た
場
面
を
生
き
生
き
と
描
き
出
す
の
に
効
果
を
あ

げ
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
看
て
取
れ
よ
う
。

　

次
に
、
②
の
場
面
の
記
述
に
つ
い
て
見
よ
う
。
こ
こ
で
も
、『
史
記
』

が
「
賜
二
之
卮
酒
一。（
之
に
卮
酒
を
賜
へ
。）」「
賜
二
之
彘
肩
一。（
之
に
彘

肩
を
賜
へ
。）」
と
い
う
項
羽
の
命
じ
た
短
い
言
葉
を
畳
み
か
け
る
よ
う

に
重
ね
、
そ
れ
に
樊
噲
の
行
動
を
対
応
さ
せ
な
が
ら
事
態
の
展
開
を
ス

リ
リ
ン
グ
に
描
い
て
い
く
の
に
対
し
、『
漢
書
』
で
は
項
羽
の
発
話
描

写
は
省
略
さ
れ
て
「
賜
二
之
卮
酒
彘
肩
一。（
之
に
卮
酒
彘
肩
を
賜
ふ
。）」

と
の
説
明
的
な
記
述
と
な
っ
て
お
り
、『
史
記
』
の
よ
う
な
緊
迫
感
は

失
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
樊
噲
の
行
動
に
つ
い
て
も
、『
漢
書
』
は
た

だ
「
噲
旣
飮
レ
酒
、
拔
レ
劍
切
レ
肉
食
レ
之
。（
噲
既
に
酒
を
飲
み
、
剣
を

抜
き
肉
を
切
り
て
之
を
食
ら
ふ
。）」
と
簡
潔
に
記
す
だ
け
で
あ
る
が
、

『
史
記
』
に
は
「
噲
拜
謝
起
、
立
而
飮
レ
之
。（
噲
拝
謝
し
て
起
ち
、
立

ち
な
が
ら
に
し
て
之
を
飲
む
。）」「
樊
噲
覆
二
其
盾
於
地
一、
加
二
彘
肩
上
一、

拔
レ
劒
、
切
而
啗
レ
之
。（
樊
噲
其
の
盾
を
地
に
覆
せ
、
彘
肩
を
上
に
加
へ
、

剣
を
抜
き
、
切
り
て
之
を
啗く

ら
ふ
。）」
と
あ
っ
て
、
樊
噲
の
行
動
が
そ
の

細
部
に
至
る
ま
で
具
体
的
に
描
写
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
具
体
的
な
描
写

に
よ
っ
て
、
敵
愾
心
も
あ
ら
わ
に
項
羽
に
真
っ
向
か
ら
立
ち
向
か
う
樊

噲
の
豪
胆
さ
が
印
象
づ
け
ら
れ
、
二
人
の
対
峙
の
場
面
が
鮮
明
に
浮
か

び
上
が
る
。

　

さ
ら
に
こ
の
部
分
で
注
目
す
べ
き
は
、
項
羽
が
樊
噲
を
評
し
た
「
壯

士
。（
壮
士
な
り
。）」
の
語
で
あ
ろ
う
。『
史
記
』
で
は
二
度
発
せ
ら
れ

て
い
る
こ
の
語
が
、『
漢
書
』
で
は
一
度
し
か
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

は
大
き
な
相
違
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、『
史
記
』
に
お

け
る
最
初
の
「
壯
士
。」
と
二
度
目
の
そ
れ
と
で
は
、
少
し
く
そ
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
度
目
の

「
壯
士
」
に
は
、
酒
宴
の
場
に
乱
入
し
て
き
た
樊
噲
の
無
礼
な
行
動
に

対
す
る
皮
肉
が
込
め
ら
れ
て
い
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
後
に
樊
噲

に
与
え
ら
れ
た
の
が
「
斗4

卮
酒
」
で
あ
り
「
生4

彘
肩
」
で
あ
っ
て
み
れ

ば
、
そ
こ
に
樊
噲
に
対
す
る
好
意
的
な
評
価
が
示
さ
れ
て
い
る
と
は
到

底
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ
る（
７
）。

む
し
ろ
そ
れ
は
、
樊
噲
を
試
し
辱
め
ん

と
す
る
意
図
に
出
る
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
樊
噲
は
そ
の
よ

う
な
項
羽
の
威
圧
的
・
挑
発
的
な
行
為
に
怯
む
こ
と
な
く
、
毅
然
と
し
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て
受
け
て
立
っ
た
。
そ
こ
で
発
せ
ら
れ
た
二
度
目
の
「
壯
士
」
に
は
、

先
の
そ
れ
と
は
違
っ
て
、
樊
噲
の
豪
胆
さ
に
対
す
る
項
羽
の
素
直
な
賛

嘆
の
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
考
え

れ
ば
、『
史
記
』
に
お
け
る
二
度
の
「
壯
士
」
の
語
は
、
こ
の
場
面
に

お
け
る
項
羽
の
心
の
動
き
を
伝
え
て
余
す
と
こ
ろ
が
な
い
。『
漢
書
』

の
よ
う
に
「
壯
士
」
が
一
度
だ
け
で
は
、
残
念
な
が
ら
項
羽
の
心
の
動

き
ま
で
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
③
の
項
羽
の
非
を
咎
め
る
樊
噲
の
発
話
描
写
に
つ
い
て
考

察
し
よ
う
。
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
な
に
よ
り
も
『
史
記
』
に
お
け

る
樊
噲
の
発
話
描
写
の
長
大
さ
で
あ
ろ
う
。『
漢
書
』
の
当
該
部
分
も
、

五
十
一
字
と
比
較
的
多
く
の
字
数
を
発
話
描
写
に
費
や
し
て
は
い
る
が
、

百
三
十
一
字
と
い
う
『
史
記
』
の
圧
倒
的
な
言
語
量
に
は
遠
く
及
ば
な

い
。
し
か
も
『
史
記
』
で
は
、
そ
れ
に
対
す
る
項
羽
の
応
答
と
し
て
、

た
だ
「
坐
。（
坐
せ
よ
。）」
の
一
語
を
も
っ
て
す
る
。
無
骨
な
武
人
で

あ
る
樊
噲
の
思
い
が
け
な
い
長
広
舌
に
す
っ
か
り
圧
倒
さ
れ
た
項
羽
は
、

た
だ
一
言
「
座
れ
。」
と
い
う
の
が
精
一
杯
で
あ
っ
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
こ
の
百
三
十
一
字
と
一
字
の
対
置
は
、
そ
の
場
の
雰
囲
気
ま
で
も

髣
髴
さ
せ
る
見
事
な
筆
法
と
い
え
よ
う
。『
漢
書
』
で
は
、
項
羽
の
押

し
黙
っ
た
姿
を
「
默
然
」
と
形
容
し
て
描
き
は
す
る
が
、『
史
記
』
の

ご
と
き
対
置
の
妙
は
見
ら
れ
ず
、
樊
噲
の
論
難
に
た
じ
ろ
ぐ
項
羽
像
も

や
や
希
薄
に
な
っ
た
感
は
否
め
な
い
。

　

な
お
、
こ
の
樊
噲
の
発
話
中
に
見
え
る
「
夫
」
の
一
字
に
つ
い
て
も

付
言
し
て
お
き
た
い
。
こ
の
よ
う
な
「
夫
」
は
、「
発
語
の
辞
」
と
い

い
、
新
た
に
話
題
を
始
め
る
際
に
用
い
ら
れ
る
語
で
あ
る
と
説
明
さ
れ

る（
８
）。
こ
こ
で
は
、
項
羽
が
「
壯
士
。
能
復
飮
乎
。（
壮
士
な
り
。
能
く
復

た
飲
む
か
。）」
と
好
意
を
示
し
か
け
た
の
に
対
し
、
樊
噲
は
「
臣
死
且

不
レ
避
。
卮
酒
安
足
レ
辭
。（
臣
死
す
ら
且
つ
避
け
ず
。
卮
酒
安
く
ん
ぞ
辞

す
る
に
足
ら
ん
。）」
と
受
け
た
後
で
、
話
題
を
項
羽
に
対
す
る
非
難
に

転
換
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
酒
の
話
題
は
こ
こ
で
お
し
ま
い
、
と
ピ
シ
ャ

リ
と
話
題
を
打
ち
切
っ
て
、
舌
鋒
鋭
く
項
羽
非
難
の
言
辞
が
展
開
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
夫
」
の
一
字
は
、
そ
う
し
た
樊
噲
の
項
羽
に
対

す
る
に
べ
も
な
い
態
度
を
鮮
や
か
に
伝
え
て
い
る
と
い
え
よ
う（
９
）。

 

（
以
下
、
次
号
）

注（
７ 

）た
だ
し
、
こ
の「
斗
」「
生
」を
め
ぐ
っ
て
は
議
論
が
あ
る
。「
斗
」に
つ
い
て
、
滝
川
亀

太
郎『
史
記
会
注
考
証
』所
引
李り

笠り
ゅ
う

注
で
は
、『
漢
書
』に
は「
斗
」の
字
が
な
い
こ
と
、

「
卮
」は
四
升
を
入
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
前
後
の
項
羽
・
樊
噲
の
言
葉
に
は「
斗
」

の
字
が
な
い
こ
と
を
理
由
に
、
こ
の
字
を
衍
字
と
す
る
。
ま
た「
生
」に
つ
い
て
も
、

彘
肩
は
生
で
食
べ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
衍
字
で
あ
る
と
す
る
梁

り
ょ
う

玉ぎ
ょ
く

縄じ
ょ
うの

説
と
、
孫そ

ん

侍じ

郎ろ
う

の
、
わ
ざ
と
生
の
肉
を
出
し
て
試
し
た
の
だ
と
す
る
説
を
引
く
。

　
（
８ 

）釈
大
典『
文
語
解
』巻
之
四
に
は「
語
端
ノ
辭
ト
注
ス
。
篇
首
ノ
發
語
ニ
用
ユ
。
…
…

篇
中
ニ
一
叚
端
ヲ
ア
ラ
タ
ム
ル
時
コ
ノ
字
ヲ
用
ユ
。」と
あ
り
、
ま
た
、
牛
島
徳
次『
漢

語
文
法
論（
古
代
篇
）』（
大
修
館
書
店
、
一
九
六
七
）で
は
、「『
且
』は『
さ
て
』『
そ
れ
に
』、

『
夫
』は『
い
っ
た
い
』、
…
…
と
い
う
よ
う
な『
は
な
し
』を
始
め
る
際
の
語
調
を
整
え

る
役
目
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。」（
二
〇
〇
頁
）と
説
明
す
る
。

　
（
９ 

）『
漢
書
』樊
噲
伝
で
は「
且
」の
字
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、「
且
夫
」の
よ
う
に
併
用
さ

れ
る
例
も
あ
る
こ
と
か
ら
、『
史
記
』の「
夫
」と
ほ
ぼ
同
じ
働
き
を
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
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（
参
考
）『
史
記
』『
漢
書
』〈
鴻
門
の
会
〉
本
文
対
照
表

『
史
記
』
項
羽
本
紀

『
漢
書
』
樊
噲
伝

三、樊噲闖入の場面
　
　

於イ
テレ

是ニ　

張　
良　
至リ二
軍　
門ニ、一見ル二
樊　
噲ヲ一。樊　
噲　
曰ハ

ク、「
今　
日　
之　
事　
何-

如ト。」
良　
曰ハ

ク、「
甚ダ　

急ナ
リ。今-

者　
項　
莊　
拔キ

テレ
劒ヲ　

舞フ。其ノ　

意　
常ニ　

在ル二
沛　
公ニ一
也ト。」
噲　
曰ハ

ク、「
此レ　

廹レ
リ

　

矣
。臣　
請フ、入リ

テ
　

與
レ
之レ　

同ジ
ク
セ
ン
ト

レ
命ヲ。」

噲　
卽チ　

帶ビレ
劒ヲ　

擁シ
テレ
盾ヲ　

入ル二
軍　
門ニ一。交　
戟　
之　
衞　
士
、
欲ス二
止メ

テ
　

不ラ
ン
ト一レ
內レ。
樊　
噲　
側テ

テ二
其ノ　

盾ヲ一
以テ　

撞ク。 

衞　
士　
仆ルレ
地ニ。
噲　
遂ニ　

入リ、披キ
テレ

帷ヲ　

西　
嚮シ

テ
　

立チ、瞋ラ
シ
テレ

目ヲ　

視ル二
項　
王ヲ一。頭　
髮　
上　
指シ、目　
眦　
盡ク　

裂ク。

項　
王　
按ジ

テレ
劒ヲ　

而　
跽キ

テ
　

曰ハ
ク、「

客　
何　
爲ル　

者ゾ
ト。」

張　
良　
曰ハ

ク、「
沛　
公　
之　
參　
乘　
樊　
噲ト

イ
フ

　

者　
也ト。」
項　

王　
曰ハ

ク、「
壯　
士ナ

リ。
賜ヘ

ト二
之ニ　

卮　
酒ヲ一。」
則チ　

與フ二
斗　
卮　
酒ヲ一。噲　
拜　
謝シ

テ
　

起チ、立チ
ナ
ガ
ラ
ニ
シ
テ

　

而　
飮ムレ
之ヲ。
項　
王　
曰ハ

ク、

「
賜ヘ

ト二
之ニ　

彘　
肩ヲ一。」
則チ　

與フ二
一ノ　

生　
彘　
肩ヲ一。樊　
噲　
覆セ二
其ノ　

盾ヲ　

於　
地ニ一、加ヘ二
彘　
肩ヲ　

上ニ一、拔キレ
劒ヲ、切リ

テ
　

而 

啗ラ
フレ

之ヲ。
項　
王　
曰ハ

ク、「
壯　
士ナ

リ。
能ク　

復タ　

飮ム　

乎ト。」
樊　
噲　
曰ハ

ク、「
臣　
死ス

ラ
　

且ツ　

不
レ

避ケ。
卮　
酒　
安ク

ン
ゾ

　

足ラ
ンレ 

辭ス
ル
ニ。
夫レ　

秦　
王　
有リ二
虎　
狼　
之　
心
一。殺ス

コ
トレ
人ヲ　

如クレ
不ル

ガレ
能ハレ
擧グ

ル、刑ス
ル
コ
トレ
人ヲ　

如シレ
恐ル

ル
ガレ
不ル

ヲレ
勝ヘ。
天　
下　
皆　
叛クレ

之ニ。
懷　
王　
與
二
諸　
將
一
約シ

テ
　

曰ハ
ク、『

先ヅ　

破リ
テレ

秦ヲ　

入ル二
咸　
陽ニ一
者ハ、王ト

セ
ン
トレ

之ニ。』
今　
沛　
公　
先ヅ　

破リ
テレ

秦ヲ　

入ル二
咸　

陽ニ一。
毫　
毛モ　

不
二
敢ヘ

テ
　

有ラ一レ
所
レ
近ヅ

ク
ル、封

二

-
閉シ　

宮　
室ヲ一、還リ

テ
　

軍シ二
覇　
上ニ一、以テ　

待テ
リ二
大　
王ノ　

來タ
ル
ヲ一。故ラ
ニ
　

遣ハ
シレ
將ヲ　

守ラ
シ
メ
シレ
關ヲ

者ハ、備ヘ
シ三

他　
盜ノ　

出　
入ト　

與ニ二
非　
常
一
也
。
勞　
苦ダ

シ
ク
シ
テ

　

而　
功　
高キ

コ
ト

　

如シレ
此ク

ノ。
未ダレ
有ラ二
封　
侯　
之　
賞
一。而ル

ニ
　

聽キ
テ二

細 

説ヲ一、欲スレ
誅セ

ン
ト二

有　
功　
之　
人ヲ一。此レ　

亡　
秦　
之　
續　
耳
。
竊カ

ニ
　

爲ニ二
大　
王ノ一
不ルレ
取ラ　

也ト。」
項　
王　
未ダレ
有ラ二
以テ　

應フ
ル
コ
ト一。曰ハ
ク、「

坐セ
ヨ
ト。」

樊　
噲　
從ヒ

テレ
良ニ　

坐ス。
坐ス

ル
コ
ト

　

須　
臾ニ

シ
テ、沛　

公　
起チ

テ
　

如キレ
廁ニ、因リ

テ
　

招キ
テ二

樊　
噲ヲ一
出ヅ。

　

 　
是
に
於
い
て
張
良
軍
門
に
至
り
、
樊
噲
を
見
る
。
樊
噲
曰
は
く
、「
今
日
の
事
何い

か
ん如
。」
と
。
良
曰
は
く
、「
甚
だ
急
な
り
。

今い

ま者
項
荘
剣
を
抜
き
て
舞
ふ
。
其
の
意
常
に
沛
公
に
在
る
な
り
。」
と
。
噲
曰
は
く
、「
此
れ
迫
れ
り
。
臣
請
ふ
、
入
り
て
之

れ
と
命
を
同
じ
く
せ
ん
。」
と
。
噲
即
ち
剣
を
帯
び
盾
を
擁
し
て
軍
門
に
入
る
。
交
戟
の
衛
士
、
止
め
て
内
れ
ざ
ら
ん
と
欲

す
。
樊
噲
其
の
盾
を
側そ

ば
た

て
て
以
て
撞
く
。
衛
士
地
に
仆
る
。
噲
遂
に
入
り
、
帷
を
披
き
て
西
嚮
し
て
立
ち
、
目
を
瞋
ら
し

て
項
王
を
視
る
。
頭
髪
上
指
し
、
目
眦
尽
く
裂
く
。
項
王
剣
を
按
じ
て
跽
き
て
曰
は
く
、「
客
何
為
る
者
ぞ
。」
と
。
張
良
曰

は
く
、「
沛
公
の
参
乗
樊
噲
と
い
ふ
者
な
り
。」
と
。
項
王
曰
は
く
、「
壮
士
な
り
。
之
に
卮
酒
を
賜
へ
。」
と
。
則
ち
斗
卮
酒
を

与
ふ
。
噲 

拝
謝
し
て
起
ち
、
立
ち
な
が
ら
に
し
て
之
を
飲
む
。
項
王
曰
は
く
、「
之
に
彘
肩
を
賜
へ
。」
と
。
則
ち
一
の
生
彘

肩
を
与
ふ
。
樊
噲
其
の
盾
を
地
に
覆
せ
、
彘
肩
を
上
に
加
へ
、
剣
を
抜
き
、
切
り
て
之
を
啗
ら
ふ
。
項
王
曰
は
く
、「
壮
士

な
り
。
能
く
復
た
飲
む
か
。」
と
。
樊
噲
曰
は
く
、「
臣
死
す
ら
且
つ
避
け
ず
。
卮
酒
安
く
ん
ぞ
辞
す
る
に
足
ら
ん
。
夫
れ
秦

王
虎
狼
の
心
有
り
。
人
を
殺
す
こ
と
挙
ぐ
る
能
は
ざ
る
が
ご
と
く
、
人
を
刑
す
る
こ
と
勝
へ
ざ
る
を
恐
る
る
が
ご
と
し
。
天
下

皆
之
に
叛
く
。
懐
王
諸
将
と
約
し
て
曰
は
く
、『
先
づ
秦
を
破
り
て
咸
陽
に
入
る
者
は
、
之
に
王
と
せ
ん
。』
と
。
今
沛
公
先

づ
秦
を
破
り
て
咸
陽
に
入
る
。
毫
毛
も
敢
へ
て
近
づ
く
る
所
有
ら
ず
、
宮
室
を
封
閉
し
、
還
り
て
覇
上
に
軍
し
、
以
て
大
王

の
来
た
る
を
待
て
り
。
故こ

と
さ

ら
に
将
を
遣
は
し
関
を
守
ら
し
め
し
者
は
、
他
盗
の
出
入
と
非
常
と
に
備
へ
し
な
り
。
労
苦
だ
し

く
し
て
功
高
き
こ
と
此
く
の
ご
と
し
。
未
だ
封
侯
の
賞
有
ら
ず
。
而
る
に
細
説
を
聴
き
て
、
有
功
の
人
を
誅
せ
ん
と
欲
す
。

此
れ
亡
秦
の
続
の
み
。
窃
か
に
大
王
の
為
に
取
ら
ざ
る
な
り
。」
と
。
項
王
未
だ
以
て
応
ふ
る
こ
と
有
ら
ず
。
曰
は
く
、「
坐
せ

よ
。」
と
。
樊
噲 

良
に
従
ひ
て
坐
す
。
坐
す
る
こ
と
須
臾
に
し
て
、
沛
公
起
ち
て
廁
に
如ゆ

き
、
因
り
て
樊
噲
を
招
き
て
出
づ
。

　
　

時ニ　

獨リ二

沛　
公ト　

與ノ
ミ二

張　
良
一
得
二

入リ
テ

　 

坐ス
ル
ヲ

一、樊　
噲　
居リ二
營　
外ニ一。聞キ二
事ノ　

急ナ
ル
ヲ一、乃チ　

持シ
テレ
盾ヲ　

入ル。
初メ　

入ル
ニ
　

營ニ、
營　
衞　
止ム

ル
モレ
噲ヲ、

噲　
直チ

ニ
　

撞キ
テ

　

入リ、立ツ二
帳　
下ニ一。項　
羽　
目シレ

之ヲ、問フレ
爲ス

トレ
誰ト

カ。
張　
良　
曰ハ

ク、「
沛　
公ノ　

參　

乘　
樊　
噲　
也ト。」
項　
羽　
曰ハ

ク、「
壯　
士ナ

リ
ト。」

賜フ二
之ニ　

巵　
酒　
彘　
肩ヲ一。噲　
旣ニ　

飮ミレ

酒ヲ、

拔キレ
劍ヲ　

切リ
テレ

肉ヲ　

食ラ
フレ

之ヲ。
項　
羽　
曰ハ

ク、「
能ク　

復タ　

飮ム　

乎ト。」
噲　
曰ハ

ク、「
臣　
死ス

ラ
　

且ツ　

不
レ 

辭セ、豈ニ　

特ダ
ニ

　

巵　
酒ノ

ミ　

乎
ナ
ラ
ン

。
且ツ　

沛　
公　
先ヅ　

入リ
テ
　

定メ二
咸　
陽ヲ一、暴シ二
師ヲ　

霸　
上ニ一、以テ　

待テ
リ二

大　
王ヲ一。
大　
王　
今　
日　
至ル

ヤ、
聽キ二
小　
人

之　
言ヲ一、與
二
沛　
公
一
有リレ
𨻶
、臣　
恐ル

ル三
天　
下

解　
心シ

テ
　

疑ハ
ン
コ
ト
ヲ

二
大　
王ヲ一
也ト。」
項　
羽　
默　
然タ

リ。

沛　
公　
如キレ
廁ニ、麾キ

テレ
噲ヲ　

去ル。

　

 　
時
に
独
り
沛
公
と
張
良
と
の
み
入
り
て
坐
す
る

を
得
、
樊
噲
営
外
に
居
り
。
事
の
急
な
る
を
聞
き
、

乃
ち
盾
を
持
し
て
入
る
。
初
め
営
に
入
る
に
、
営

衛
噲
を
止
む
る
も
、
噲
直
ち
に
撞
き
て
入
り
、
帳

下
に
立
つ
。
項
羽
之
を
目
し
、
問
ふ
誰
と
か
為
す
と
。

張
良
曰
は
く
、「
沛
公
の
参
乗
樊
噲
な
り
。」
と
。

項
羽
曰
は
く
、「
壮
士
な
り
。」
と
。
之
に
巵
酒
彘

肩
を
賜
ふ
。
噲
既
に
酒
を
飲
み
、
剣
を
抜
き
肉
を

切
り
て
之
を
食
ら
ふ
。
項
羽
曰
は
く
、「
能
く
復
た

飲
む
か
。」
と
。
噲
曰
は
く
、「
臣
死
す
ら
且
つ
辞
せ

ず
、
豈
に
特た

だ
に
巵
酒
の
み
な
ら
ん
や
。
且
つ
沛
公

先
づ
入
り
て
咸
陽
を
定
め
、
師
を
覇
上
に
暴
し
、

以
て
大
王
を
待
て
り
。
大
王
今
日
至
る
や
、
小
人
の

言
を
聴
き
、
沛
公
と
隙
有
り
、
臣 

天
下
解
心
し
て

大
王
を
疑
は
ん
こ
と
を
恐
る
る
な
り
。」
と
。
項
羽

黙
然
た
り
。
沛
公
廁
に
如
き
、
噲
を
麾

さ
し
ま
ねき
て
去
る
。
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二
〇
一
三
年
度
セ
ン
タ
ー
試
験
の
漢
文
に
つ
い
て

諏す　

訪わ　

原は
ら　
　

研け
ん

（
河 

合 

塾
）

!

概
要

　

今
年
の
漢
文
の
問
題
文
は
、
宋
代
の
文
人
張
ち
ょ
う

耒ら
い

の
『
張
耒
集
』
問

双
棠
賦
自
序
か
ら
の
出
題
で
、
昨
年
と
同
じ
宋
代
の
随
筆
で
し
た
。

　

全
文
一
段
落
構
成
の
文
章
で
す
が
、
前
半
に
筆
者
の
体
験
、
後
半
に

筆
者
の
感
慨
が
述
べ
ら
れ
、
さ
ら
に
前
半
の
体
験
が
二
年
間
の
出
来
事

に
分
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
、
か
な
り
複
雑
な
文
章
構
成
に
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
後
半
の
感
慨
に
は
、
未
来
へ
の
不
安
と
希
望
と
い
う
複

雑
な
気
持
ち
が
述
べ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
対
比
的
な
心
境
を
し
っ
か
り

読
み
取
れ
た
か
ど
う
か
が
内
容
把
握
の
カ
ギ
に
な
り
ま
す
。

　

本
文
の
総
字
数
は
一
九
八
字
で
、
昨
年
よ
り
一
七
字
減
少
し
、

二
〇
〇
字
を
超
え
て
い
な
か
っ
た
三
年
前
ま
で
の
状
態
に
戻
り
ま
し
た
。

た
だ
、
今
後
と
も
二
〇
〇
字
前
後
の
長
さ
は
維
持
さ
れ
る
も
の
と
思
わ

れ
ま
す
。
設
問
数
は
昨
年
よ
り
一
問
増
え
て
、
セ
ン
タ
ー
試
験
が
始

ま
っ
て
以
来
初
め
て
八
問
に
な
り
ま
し
た
。
こ
こ
二
年
続
け
て
一
問
ず

つ
増
え
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
マ
ー
ク
数
は
三
年
前
の
九
個
か
ら
変

わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。
設
問
数
の
変
動
と
関
係
な
く
、
マ
ー
ク
数
は
今
後

も
九
個
前
後
で
推
移
す
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　

設
問
で
は
、
昨
年
ま
で
四
年
間
続
い
て
い
た
問
１
の
語
意
問
題
が
、

今
年
は
熟
語
を
構
成
す
る
語
意
の
判
別
問
題
に
変
わ
り
ま
し
た
。
こ
の

出
題
形
式
は
二
〇
〇
五
年
度
ま
で
の
旧
課
程
の
入
試
で
は
時
々
見
ら
れ

ま
し
た
が
、
新
課
程
に
な
っ
て
か
ら
は
初
め
て
で
す
。
一
方
、
昨
年
ま

で
二
年
連
続
し
て
出
題
さ
れ
た
文
中
の
空
欄
補
充
問
題
が
今
年
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
問
題
文
が
随
筆
と
い
う
性
格
か
ら
、
筆
者
の
心
情
や

状
況
、
心
境
を
問
う
設
問
が
例
年
に
な
く
多
か
っ
た
の
が
特
徴
的
で
し

た
。
全
体
と
し
て
昨
年
に
比
べ
て
や
や
難
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
。

!

設
問
の
解
説

【
問
１
】
傍
線
部
⑴
⑵
と
同
じ
意
味
の
語
を
含
む
熟
語
を
選
ぶ
問
題
。

　

⑴
「
手
」
は
「
手
づ
か
ら
」（
自
分
の
手
で
）
と
読
む
副
詞
で
、
下
の

動
詞
「
植
う
」
を
修
飾
し
て
い
ま
す
か
ら
、
同
じ
「
副
詞
＋
動
詞
」
と

い
う
構
造
を
持
つ
「
手
記
」（
自
分
の
手
で
記
す
）
が
正
解
で
す
。
こ
の

問
題
は
全
問
中
最
悪
の
出
来
で
、
河
合
塾
の
受
験
生
追
跡
調
査
の
デ
ー

タ
で
は
正
答
率
が
わ
ず
か
に
20
・
4
％
で
し
た
。
⑵
「
致
」
は
「
致ス
二
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美
酒ヲ
一
」
と
い
う
文
脈
か
ら
「
持
ち
寄
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と

が
わ
か
れ
ば
、
正
解
の
「
招
致
」
を
選
ぶ
の
は
容
易
で
し
ょ
う
。
正
答

率
は
74
％
で
、
全
問
中
最
高
の
出
来
で
し
た
。

【
問
２
】
傍
線
部
Ａ
に
お
け
る
筆
者
の
心
情
把
握
問
題
。

　

筆
者
の
心
情
が
直
接
吐
露
さ
れ
て
い
る
文
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
傍
線

部
の
「
棠
茂
悦ス
ル也

」
や
直
後
の
「
且ニ
レ
華サ
カ
ン
ト」

と
い
っ
た
象
徴
的
表
現
や
、

「
致シ
テ二

美
酒ヲ
一、
将ニ
三
一
二

酔セ
ン
ト

于
樹
間ニ
一
」（
う
ま
い
酒
を
飲
ん
で
海
棠
の
下

で
酔
っ
払
お
う
）
と
い
っ
た
筆
者
の
行
動
に
関
す
る
叙
述
か
ら
、
筆
者

の
心
情
が
満
ち
足
り
た
喜
ば
し
い
状
態
に
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

た
だ
、
正
答
率
は
56
・
4
％
と
か
な
り
低
い
出
来
で
し
た
。

【
問
３
】
傍
線
部
Ｂ
に
お
け
る
筆
者
の
状
況
説
明
問
題
。

　

状
況
説
明
の
問
題
で
す
が
、
実
質
的
に
は
傍
線
部
の
解
釈
が
問
わ
れ

て
い
ま
す
。「
不
二
復タ—

一
」
は
「
二
度
と
〜
し
な
い
」
と
訳
す
部
分
否

定
の
句
法
で
す
が
、「
そ
れ
き
り
〜
し
な
い
」
も
許
容
範
囲
の
訳
で
す

か
ら
、「
省ル
レ
花ヲ

」（
花
を
見
る
）
の
訳
が
カ
ギ
に
な
り
ま
す
。
正
答
率

は
65
・
８
％
で
し
た
。

【
問
４
】
傍
線
部
Ｃ
の
時
期
に
関
す
る
問
題
。

　

本
文
の
内
容
の
時
間
的
展
開
を
追
っ
て
い
く
と
、
丙へ
い

子し

（
一
〇
九
六

年
）
の
冬
に
海
棠
を
植
え
、
翌
年
の
丁て
い

丑ち
う

（
一
〇
九
七
年
）
の
春
、
海

棠
の
開
花
を
待
た
ず
に
黄
州
に
左
遷
さ
れ
、
そ
の
転
居
か
ら
「
周
歳
」

（
ま
る
一
年
）
経
っ
た
頃
に
手
紙
が
来
ま
す
か
ら
、「
左
遷
さ
れ
た
翌

春
」
が
正
解
で
す
。
正
答
率
は
70
・
２
％
と
い
う
高
率
で
し
た
。

［
問
題
文
］

　

始メ　

余　
以テ
二

丙へ
い　

子し
ノ　

秋ヲ

、一
寓ぐ

う
二

居き
よ
ス　

宛ゑ
ん　

丘き
う　

南　
門ノ　

霊 

通　
禅ぜ

ん　

刹さ
つ　

之　
西　
堂ニ一。是ノ　

歳ノ　

季　
冬
、⑴
手　
植ウ
二

両　
海か

い　

棠だ
う
ヲ 

于
・
堂
・
下ニ一。至リ二

丁て
い
・
丑ち

う　

之
・
春ニ一、・

Ａ
時
・
沢
・
屢

し
ば
し
ば・
至リ、棠　
茂　
悦ス

ル 

也
。仲
・
春
、且ニ
レ

華サ
カ・
ン
ト

矣
。余　
約シ
下

常ニ　

所ノ
二

与ニ　

飲ム
一

者ト上、且ツ
⑵

致
二 

美　
酒ヲ一、将ニ三、一
二

酔セ
ン
ト
　

于
・
樹
・
間ニ一。是ノ　

月ノ　

六　
日
、予・
被リ
二

謫た
く

書し
よ
ヲ一、治　
行シ

テ
　

之ク二

黄　
州ニ一。俗　
事　
粉　
然ト

シ、余モ　

亦タ　

遷う
つ
シレ

居ヲ

、因リ
テ 

不Ｂ
二

復　
省
一レ

花
。到リ

テレ

黄ニ　

且ニ
二

周　
歳ナ

ラ一一
ン
ト

矣
。・
Ｃ

寺　
僧ノ　

書　
来タ

リ、テ言フ
二

花ノ　

自　
如タ

ル
ヲ一

也
。余　
因リ

テ
　

思フ
ニ、茲こ
ノ　

棠　
之
、所ハ
レ

植ヱ
シ、去ル
コ
ト二

余ノ　

寝ヲ
一

無ク
二

十　
歩ト
一、・

Ｄ
欲　
与　
隣　
里　
親　
戚　
一　
飲　
而　
楽　
之
、宜シ

ク　

可キ
二

必ズ　

得
一レ
無キ

ヲレ

難キ
コ
ト

　

也
。然レ

ド
モ

　

垂な
ん

レ一

な
ん
ト
シ
テ

一

至ル
ニ　

而　
失フレ

之ヲ
。・
Ｅ

事　
之　
不ル

コ
トレ 

可カ
ラレ

知ル　

如シ
レ

此ク
ノ。今　

去ル
コ
トレ

棠ヲ　

且ニ
二

千　
里ナ

ラ、一一 ン
ト

又タ　

身ハ　

在リ
テ二

罪　
籍ニ一、 

其ノ　

行　
止ハ　

未ダレ一
レ
バ

能ハ
二

自ラ　

期ス
ル

一
コ
ト、其ノ　

于お

レ
イ
テ
ハ
棠ニ　

未ダ二
一
ル

遽に
は

・
カ
ニ
ハ得

一レ
見ル

ヲ　

也
。 

然レ
ド
モ

　

均シ
ク

　

于イ
テ
ハレ

不ル
ニレ

可カ
ラレ

知ル

、則チ　

亦タ　

・
Ｆ

安　
知
四

此　
花　
不
三

忽　
然　 

在
二

吾　
目　
前
一

乎
。

 

（
張
ち
ょ
う

耒ら
い『

張
耒
集
』に
よ
る
）



─ 38─

【
問
５
】
傍
線
部
Ｄ
の
返
り
点
と
書
き
下
し
文
の
問
題
。

　
「
与
」（
〜
と
）
の
用
法
と
、「
欲
」（
〜
〈
せ
〉
ん
と
欲
す
）
が
ど
こ
ま

で
掛
か
る
か
を
見
き
わ
め
る
問
題
で
す
。
傍
線
部
が
「
宜
」
以
下
の
部

分
に
対
し
て
条
件
節
を
構
成
し
て
い
ま
す
か
ら
、「
欲
」
は
「
楽
之
」

ま
で
掛
か
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
正
答
率
は
64
・
４
％
で
し
た
。

【
問
６
】
傍
線
部
Ｅ
の
解
釈
問
題
。

　
「
事
」
の
内
容
が
ポ
イ
ン
ト
で
、「
余
因リ
テ

思フ
ニ」

以
下
の
筆
者
の
感
慨

の
要
因
に
な
っ
た
出
来
事
を
ま
と
め
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
海
棠
の
花

見
を
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
に
、
急
な
左
遷
で
そ
の
機
会
を
失
っ
た
こ

と
、
つ
ま
り
「
我
が
身
に
襲
っ
て
く
る
将
来
の
運
命
」
と
い
う
ほ
ど
の

内
容
に
ま
と
め
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
正
答
率
は
67
・
６
％
で
し
た
。

【
問
７
】
傍
線
部
Ｆ
の
書
き
下
し
文
と
解
釈
の
問
題
。

　

構
文
「
安
〜
乎
」
が
疑
問
・
反
語
の
ど
ち
ら
の
句
法
で
あ
る
か
を
文

脈
で
判
断
し
、「
此
花
」
が
海
棠
の
花
を
指
す
こ
と
を
押
さ
え
れ
ば
正

解
が
得
ら
れ
ま
す
。
正
答
率
は
60
・
７
％
で
し
た
。

【
問
８
】
本
文
全
体
に
お
け
る
筆
者
の
心
境
説
明
問
題
。

　

問
６
、
問
７
と
関
連
し
た
問
題
で
、「
余
因リ
テ
思フ
ニ」
以
下
の
筆
者
の
心

境
の
変
化
を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
つ
ま
り
将
来
の
予

測
が
不
可
能
と
い
う
不
安
定
な
状
況
は
、
現
在
の
不
遇
な
状
況
が
変
わ

り
得
る
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
、
楽
観
的
・
大
局
的
見
地
に
立
っ
て
自

分
の
運
命
を
捉
え
直
し
て
い
る
の
で
す
。
傍
線
部
Ｆ
の
意
味
が
難
解

だ
っ
た
せ
い
か
、
正
答
率
は
二
番
目
に
悪
い
53
・
１
％
で
し
た
。

!

明
暗
を
分
け
た
問
題

　

今
回
の
試
験
で
は
、
正
答
率
が
極
端
に
低
か
っ
た
問
１
の
「
手
」

（
て
づ
か
ら
）
の
意
味
用
法
と
、
問
８
の
筆
者
の
心
境
説
明
問
題
の
出

来
が
明
暗
を
分
け
ま
し
た
。
特
に
問
８
は
問
７
と
も
関
連
し
て
お
り
、

昨
年
と
同
様
に
反
語
文
の
解
釈
力
が
問
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

重
要
語
と
反
語
を
は
じ
め
と
す
る
句
形
の
理
解
が
、
得
点
力
ア
ッ
プ
に

は
欠
か
せ
な
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

!

来
年
度
以
降
の
出
題
予
想
と
対
策

　

こ
こ
二
年
続
け
て
随
筆
文
が
出
題
さ
れ
、
い
ず
れ
も
途
中
ま
で
は
読

み
取
れ
る
も
の
の
、
最
後
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
難
解
に
な
る
と
い
っ
た

文
章
で
し
た
。
今
後
も
こ
う
し
た
随
筆
文
や
、
一
昨
年
ま
で
続
い
た
論

説
文
の
出
題
が
十
分
予
想
さ
れ
ま
す
か
ら
、
正
確
な
読
解
力
を
養
う
必

要
が
あ
り
ま
す
。
例
年
必
出
の
漢
字
対
策
と
し
て
は
、
今
年
の
「
手
」

（
て
づ
か
ら
）
や
二
〇
一
〇
年
度
出
題
の
「
動
」（
や
や
も
す
れ
ば
）
が
古

文
の
重
要
語
で
も
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
今
後
は
漢
文
、
古
文
に
共
通
し

た
重
要
語
と
い
う
観
点
も
視
野
に
入
れ
た
対
策
を
講
じ
て
い
く
必
要
が

あ
る
で
し
ょ
う
。
具
体
的
に
は
、
古
文
単
語
の
意
味
を
説
明
す
る
際
に
、

漢
語
を
起
源
と
す
る
語
や
漢
字
の
当
て
字
が
あ
る
語
は
、
そ
の
漢
字
を

含
め
た
説
明
を
加
味
す
る
と
い
っ
た
、「
古
典
」
と
し
て
の
総
合
的
な

学
習
を
考
慮
し
て
い
く
姿
勢
が
大
切
で
し
ょ
う
。
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戸
張　

東
夫　

著

『
中
国
の
お
笑
い
─
─
伝
統
話
芸
〝
相
声
〟の
魅
力
』

（
四
六
判・並
製・二五八頁・本
体
一、八〇〇円
大
修
館
書
店
・
あ
じ
あ
ブ
ッ
ク
ス
）
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新
刊
紹
介

　

中
国
の
お
笑
い
〝
相
声
〟
と
は
、
日
本
の
落
語
、

漫
才
、
コ
ン
ト
に
例
え
る
こ
と
が
で
き
る
伝
統
芸

能
だ
が
、
そ
れ
ら
と
異
な
る
の
は
、
ス
ト
ー
リ
ー

に
合
わ
せ
た
歌
や
踊
り
、
京
劇
や
雑
技
な
ど
の
物

ま
ね
が
あ
り
、
単
な
る
話
芸
で
は
な
く
、
一
種
の

総
合
芸
術
で
あ
る
こ
と
だ
。
ま
た
、
数
百
年
の
歴

史
が
あ
り
、
古
い
言
葉
や
、
伝
統
劇
の
曲
な
ど
も

し
ば
し
ば
登
場
す
る
の
で
、
外
国
人
が
そ
の
魅
力

に
気
づ
く
た
め
に
は
相
当
な
中
国
語
力
が
必
要
に

な
る
。
こ
の
た
め
、
日
本
で
〝
相
声
〟
に
つ
い
て

の
紹
介
本
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
本
書
の
刊
行

を
知
っ
た
と
き
、
驚
き
と
同
時
に
嬉
し
か
っ
た
。

　

数
年
前
、
著
者
か
ら
中
国
〝
相
声
〟
が
趣
味
だ

と
聞
い
た
。
筆
者
は
出
身
地
が
、〝
相
声
〟
の
本

拠
地
で
も
あ
る
天
津
の
隣
町
で
、
幼
少
時
か
ら

〝
相
声
〟
に
親
し
ん
で
き
た
だ
け
で
は
な
く
、
小

学
校
の
学
園
祭
の
と
き
、「
対
口
相
声
」（
二
人
で

演
じ
る
相
声
）
を
演
じ
た
経
験
も
あ
る
の
で
、
地

元
の
伝
統
話
芸
を
趣
味
と
す
る
著
者
に
大
変
親
近

感
を
持
っ
た
。
帰
国
し
た
つ
い
で
に
〝
相
声
〟
の

Ｃ
Ｄ
を
お
土
産
と
し
て
著
者
に
差
し
上
げ
た
が
、

本
書
を
読
ん
で
著
者
が
趣
味
を
研
究
対
象
に
変
え
、

ま
た
私
の
「
お
土
産
」
も
資
料
に
使
用
し
て
い
る

こ
と
を
初
め
て
知
っ
た
。

　

本
書
に
お
い
て
著
者
は
、〝
相
声
〟
を
楽
し
む

た
め
の
基
礎
知
識
や
楽
し
み
方
に
つ
い
て
紹
介
し

て
い
る
。
そ
の
際
、
日
本
の
芸
人
や
漫
才
、
映
画

と
比
較
し
な
が
ら
解
説
す
る
こ
と
で
、〝
相
声
〟

の
芸
人
や
作
品
の
特
徴
を
初
心
者
で
も
理
解
で
き

る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、

本
書
は
〝
相
声
〟
の
魅
力
を
味
わ
う
た
め
の
、
初

心
者
向
け
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
だ
と
言
っ
て
も
過
言

で
は
な
か
ろ
う
。

　

ま
ず
、
中
国
の
政
治
変
動
に
そ
の
人
生
と
創
作

を
大
き
く
左
右
さ
れ
た
二
人
の
〝
相
声
〟
作
家
─

─
何
遅
と
老
舎
を
紹
介
し
た
上
で
、
主
に
中
華
人

民
共
和
国
建
国
後
の
各
時
期
に
最
も
注
目
さ
れ
て

き
た
五
人
の
芸
人
─
─
侯ホ

ウ

宝パ
オ

林リ
ン

、
馬マ
ア

季チ
ィ

、
姜チ
ア
ン

昆コ
ン

、

師シ
イ

勝シ
ョ

傑ン
チ
エ、

郭ク
オ

徳ト
ォ

綱カ
ン

の
芸
風
と
特
徴
に
つ
い
て
紹
介

し
て
い
る
。
作
品
の
一
部
分
を
和
訳
し
、
解
説
を

試
み
て
い
る
た
め
、
読
み
な
が
ら
生
の
〝
相
声
〟

を
楽
し
む
こ
と
も
で
き
る
。

　

著
者
は
元
新
聞
記
者
で
も
あ
り
、
相
声
と
中
国

の
政
治
と
の
関
係
を
常
に
注
目
し
な
が
ら
、
分
析

し
て
い
る
点
も
本
著
の
特
徴
の
一
つ
で
あ
る
。
異

な
る
時
期
の
作
家
や
芸
人
の
紹
介
を
通
じ
て
、
中

華
民
国
か
ら
共
産
党
政
権
へ
移
行
し
た
間
に
、
中

共
の
政
治
宣
伝
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
教
育
に
利
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
〝
相
声
〟
お
よ
び
政
治
に
翻

弄
さ
れ
た
芸
人
の
変
容
過
程
、
さ
ら
に
、
文
化
大

革
命
を
経
て
、
改
革
・
開
放
政
策
を
実
施
し
て
い

く
過
程
で
、
政
府
に
よ
る
関
与
が
緩
和
さ
れ
、
芸

人
の
個
性
が
発
揮
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
中
国
芸

能
界
の
現
状
を
論
じ
て
い
る
。
特
に
反
主
流
派
の

人
気
芸
人
─
─
郭
徳
綱
の
主
張
と
そ
の
〝
相
声
〟

の
紹
介
を
通
じ
て
、〝
相
声
〟
の
現
状
に
警
鐘
を

鳴
ら
し
て
い
る
が
、
本
書
は
中
国
〝
相
声
〟
業
界

全
体
に
希
望
を
込
め
て
、
そ
の
さ
ら
な
る
発
展
を

促
し
、
日
本
に
中
国
文
化
と
し
て
紹
介
し
た
一
冊

で
あ
る
と
い
え
る
。

�

（
王
雪
萍
・
東
京
大
学
）

�

定
価
＝
本
体
＋
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新
刊
紹
介

　

一
九
一
一
年
の
清
朝
滅
亡
ま
で
続
く
王
朝
国
家

中
国
の
、
統
治
制
度
・
社
会
形
態
そ
し
て
思
想
傾

向
な
ど
の
基
本
は
、
前
二
〇
二
年
か
ら
二
二
〇
年

ま
で
の
前
後
漢
約
四
百
年
間
に
ほ
ぼ
定
ま
る
。
だ

が
中
間
の
八
年
に
王
莽
が
帝
位
を
簒
奪
し
、
以
後

十
五
年
間
は
新
の
時
代
と
な
る
。
伝
統
的
に
中
国

で
は
劉
氏
の
漢
は
好
評
な
の
で
、
漢
を
中
断
さ
せ

た
王
莽
・
新
は
不
評
を
買
っ
て
い
る
。
こ
の
王
莽

の
事
績
を
詳
論
し
、
そ
の
歴
史
的
意
義
を
評
価
し

た
の
が
本
書
で
あ
る
。

　

も
と
も
と
儒
家
は
秦
の
焚
書
坑
儒
に
耐
え
て
漢

初
に
復
興
し
、
経
伝
を
漢
代
の
隷
書
の
書
体
に
書

き
改
め
、
口
伝
も
書
籍
と
し
、
こ
れ
ら
を
テ
キ
ス

ト
と
し
て
教
義
を
整
え
て
い
く
。
隷
書
を
今
文
と

呼
び
、
テ
キ
ス
ト
を
今
文
経
伝
、
そ
の
学
を
今
文

学
と
い
う
。
儒
学
を
習
得
し
た
官
僚
（
儒
家
官

僚
）
も
次
第
に
増
加
し
、
中
期
の
武
帝
期
に
至
る

と
、
儒
教
経
典
の
易
経
・
書
経
な
ど
の
五
経
の
博

士
官
が
太
学
（
帝
国
大
学
）
に
設
置
さ
れ
る
。
い

ず
れ
も
今
文
学
派
で
あ
る
。
儒
学
の
教
説
が
政
治

の
場
で
用
い
ら
れ
、
そ
こ
で
従
来
、
儒
教
は
武
帝

期
に
国
の
教
え
と
な
る
、
つ
ま
り
儒
教
の
国
教
化

が
実
現
す
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
だ
が
近
年
、

具
体
的
な
政
策
と
儒
学
教
説
と
の
結
び
つ
き
の
検

討
な
ど
が
進
め
ら
れ
、
儒
教
の
国
教
化
を
武
帝
期

以
後
と
す
る
複
数
の
説
が
出
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
を

本
書
は
検
証
し
た
上
で
、
王
朝
国
家
中
国
に
共
通

す
る
理
念
、「
古
典
中
国
」
を
措
定
す
る
。
そ
れ

は
儒
学
教
義
に
基
づ
く
中
国
の
古
典
的
な
国
制
の

完
備
を
内
容
と
し
、
そ
の
具
体
像
は
「
儒
教
国

家
」
で
あ
る
。
王
莽
は
「
古
典
中
国
」
を
想
定
し

て
「
儒
教
国
家
」
の
設
立
を
試
み
、
失
敗
に
終
わ

る
。
だ
が
彼
の
試
行
は
継
承
さ
れ
、
お
よ
そ
五
十

年
後
の
後
漢
第
三
代
章
帝
期
の
白
虎
観
会
議
で
古

典
的
国
制
は
儒
学
教
義
で
確
立
さ
れ
て
「
古
典
中

国
」
が
成
立
し
、
そ
し
て
儒
教
の
国
教
化
は
完
成

す
る
。
こ
れ
が
本
書
の
主
張
で
あ
る
。

　

今
文
学
が
世
に
浸
透
し
た
前
漢
後
期
に
、
漢
以

前
の
古
文
で
記
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
現
れ
る
。
こ

れ
を
古
文
経
伝
と
い
い
、
そ
の
学
を
古
文
学
と
称

す
る
。『
周し

ゅ

礼ら
い

』『
春
秋
左
氏
伝
』
が
代
表
的
な
テ

キ
ス
ト
で
、
古
文
学
派
は
こ
れ
ら
の
博
士
官
設
置

を
求
め
る
。
王
莽
は
今
文
学
を
習
得
し
た
後
、
古

文
学
に
接
近
し
、
摂
政
（
安
漢
公
）
に
な
る
と
古

文
学
の
博
士
を
立
て
る
。
即
位
後
も
今
文
学
説
と

と
も
に
よ
り
多
く
の
古
文
学
説
を
用
い
て
政
治
の

改
革
を
進
め
る
。
そ
の
一
例
に
南
北
郊
祀
が
あ
る
。

天
の
祭
り
は
天
の
子
で
あ
る
皇
帝
の
専
権
事
項
で
、

併
せ
て
地
も
祭
る
こ
の
祭
祀
は
重
要
な
国
家
儀
礼

で
あ
っ
た
。
前
漢
末
期
の
成
帝
に
後
嗣
の
な
い
原

因
が
、
こ
の
祭
祀
の
場
所
の
不
適
切
さ
に
あ
る
と

さ
れ
る
な
ど
、
祭
場
が
幾
度
か
変
更
さ
れ
た
。
だ

が
王
莽
は
今
文
経
伝
と
古
文
の
そ
れ
と
で
儒
学
的

な
理
論
づ
け
を
整
え
、
天
の
祭
場
を
都
長
安
の
南

郊
、
地
を
北
郊
と
定
め
、
祭
儀
の
内
容
も
具
体
的

に
規
定
し
、
南
北
郊
祀
を
確
定
す
る
。

　

本
書
は
儒
学
教
義
に
根
拠
づ
け
ら
れ
た
古
典
的

国
制
は
、
大
部
分
が
王
莽
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
実

施
も
試
み
ら
れ
た
こ
と
を
詳
説
し
、
王
莽
・
新
の

歴
史
的
意
義
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
王
朝

国
家
中
国
の
政
治
と
儒
教
と
の
結
び
つ
き
を
再
認

識
さ
せ
て
く
れ
る
好
著
で
あ
る
。�

（
田
中
麻
紗
巳
）
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新編シ
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4単位

新
編 

現
代
文
﹇
現
Ｂ
３
１
１
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4単位

新
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古
典
﹇
古
Ｂ
３
１
３
﹈

4単位

新
編 

国
語
総
合
﹇
国
総
３
１
４
﹈

精選シ
リ
ー
ズ

4単位

精
選 

現
代
文
﹇
現
Ｂ
３
１
０
﹈

4単位

精
選 

古
典
﹇
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Ｂ
３
１
２
﹈
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精
選 
国
語
総
合
﹇
国
総
３
１
３
﹈

※平成27年度用として「現代文Ａ」・「古典Ａ」を検定申請中です。



古
典 

古
文
編
・
漢
文
編

﹇
古
Ｂ
３
１
０・３
１
１
﹈

古
文
編
、
漢
文
編
の
分
冊
タ
イ
プ
と
す
る
こ
と
で
、
教
材
数
を
大
幅
に
増
や

し
ま
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
現
場
の
実
情
に
応
じ
て
、
教
材
を
自
由
に
選
び
、

組
み
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

古
文
編
で
は
、
ほ
ぼ
す
べ
て
の
教
材
に
「
文
法
」
の
設
問
を
設
け
、
総
合
的

な
文
法
力
が
身
に
つ
く
識
別
の
問
題
を
中
心
に
、
確
認
し
て
お
き
た
い
ポ
イ

ン
ト
を
網
羅
し
ま
し
た
。

漢
文
編
で
は
、
各
教
材
ご
と
に
「
訓
読
で
注
意
す
る
文
字
」
と
「
句
法
」
を

ま
と
め
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
整
理
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
頻

出
の
八
つ
の
句
形
に
つ
い
て
用
例
付
き
で
丁
寧
に
解
説
し
た
コ
ラ
ム
「
基
本

句
形
の
ま
と
め
」
を
掲
載
し
、
要
点
を
随
時
参
照
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

実社会で活きる国語の力をはぐくむ豊富な教材から自由に選べる

特
色教

材
に
即
し
て
要
点
を
確
認
で
き
る
、

文
法
の
設
問

2
教
材
に
即
し
て
要
点
を
確
認
で
き
る
、

句
法
の
ま
と
め

3
時
代
と
ジ
ャ
ン
ル
を
網
羅
し
た
、

充
実
の
教
材
数

1

巻
頭
に
は
古
典
の
学
習
に
有
益
な
図
録
を
11
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
掲
載
。
模
型

や
写
真
を
効
果
的
に
使
い
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
世
代
の
高
校
生
が
古
典
の
世
界
を

豊
か
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
工
夫
し
ま
し
た
。

単
元
末
に
適
宜
書
き
下
ろ
し
コ
ラ
ム
「
古
典
の
窓
」
を
設
け
、
作
品
・
作
者

の
魅
力
や
文
学
史
に
つ
い
て
の
理
解
が
よ
り
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

古
典
の
理
解
が
よ
り
深
ま
る「
古
典
の
窓
」

5
新
し
い
発
想
で
ま
と
め
た
、役
立
つ
巻
頭
図
録

4

言
葉
、
伝
統
、
社
会
、
ユ
ー
モ
ア

｜
。
こ
れ
か
ら
の
時
代
を
切
り
開
い
て

い
く
高
校
生
の
た
め
に
、
自
分
で
課
題
を
見
つ
け
考
え
て
い
く
き
っ
か
け
と

な
る
教
材
を
精
選
し
ま
し
た
。

単
元
末
に
適
宜
「
読
書
の
窓
」
の
コ
ー
ナ
ー
を
設
け
、
テ
ー
マ
ご
と
に
高
校

生
に
す
す
め
た
い
さ
ま
ざ
ま
な
本
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
巻
末
の

「
読
書
の
広
場
」
に
は
魅
力
的
な
作
品
を
二
編
収
録
し
、
生
徒
が
す
す
ん
で
読

書
の
世
界
を
広
げ
ら
れ
る
よ
う
配
慮
し
ま
し
た
。

全
編
に
わ
た
っ
て
、
美
し
い
写
真
や
魅
力
的
な

イ
ラ
ス
ト
な
ど
を
カ
ラ
ー
で
効
果
的
に
収
録
し
、

生
徒
の
学
習
意
欲
を
高
め
る
よ
う
レ
イ
ア
ウ
ト

に
も
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
し
て
い
ま
す
。

特
色本

の
魅
力
を
伝
え
、読
書
の
世
界
を
広
げ
る

「
読
書
の
窓
」「
読
書
の
広
場
」。

2
学
習
意
欲
を
高
め
る

カ
ラ
ー
写
真
、

イ
ラ
ス
ト
多
数
収
録

3
新
鮮
で
親
し
み
や
す
い
教
材
を

テ
ー
マ
別
単
元
で
構
成

1

新
編 

現
代
文 

﹇
現
Ｂ
３
１
１
﹈

読書の広場278

星
の
王
子
さ
ま 

サ
ン
・
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
（
文
・
絵
）

 

内な
い

藤と
う

　
濯あ

ろ
う　

訳

こ
れ
ま
で
の
あ
ら
す
じ

絵
か
き
を
目
指
し
て
い
た
「
ぼ
く
」
は
、
自
分
の
絵
を
大
人
た
ち
に
理
解
し
て
も
ら
え
ず
、
し
か
た

な
し
に
飛
行
機
の
操
縦
士
に
な
り
ま
し
た
。
六
年
前
、
飛
行
機
が
故
障
し
て
「
ぼ
く
」
は
サ
ハ
ラ
砂

漠
の
真
ん
中
に
降
り
立
ち
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
ほ
か
の
星
か
ら
来
た
と
い
う
不
思
議
な
男

の
子
が
現
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
「
王
子
さ
ま
」
で
し
た
。
話
を
す
る
う
ち
に
、「
ぼ

く
」
は
し
だ
い
に
王
子
さ
ま
の
こ
と
を
知
っ
て
い
き
ま
し
た
。

王
子
さ
ま
の
ふ
る
さ
と
の
星
は
家
く
ら
い
の
大
き
さ
し
か
な
く
て
、
ト
ゲ
を
も
っ
た

美
し
い
花
が
一
輪
咲
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
花
は
わ
が
ま
ま
で
、自
分
の
美
し
さ
を
鼻
に
か
け
、

注
文
ば
か
り
つ
け
て
王
子
さ
ま
を
困
ら
せ
た
の
で
、
王
子
さ
ま
は
そ
の
星
か
ら
旅
立
っ
た
の
で
し
た
。

い
ば
っ
た
王
さ
ま
の
星
、
う
ぬ
ぼ
れ
男
の
星
、
呑
み
助
の
星
な
ど
を
訪
れ
た
王
子
さ
ま
は
、
七
番
目

に
こ
の
地
球
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
で
き
ご
と
に
巡
り
合
っ
た
の
で
す
。

510
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王
子
さ
ま
は
、
高
い
山
に
登
り
ま
し
た
。
こ
れ
ま
で
に

知
っ
て
い
る
山
と
い
え
ば
、
膝
の
高
さ
ぐ
ら
い
の
三
つ
の

火
山
き
り
で
し
た
。
そ
し
て
、
休
火
山
の
ほ
う
は
、
腰
掛

け
に
使
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
王
子
さ
ま
は
「
こ
ん

な
高
い
山
か
ら
な
ら
、
こ
の
星
の
全
体
と
、
住
ん
で
い
る

人
が
、
み
な
、
一
目
で
見
え
る
だ
ろ
う
。」
と
、
考
え
ま

し
た
。
で
も
、ま
る
で
刃や

い
ばを
突
き
立
て
た
よ
う
な
、と
が
っ

た
岩
の
ほ
か
に
は
、
な
ん
に
も
見
え
ま
せ
ん
。

　「
こ
ん
に
ち
は
。」
と
、
王
子
さ
ま
は
、
別
に
あ
て
も

な
く
言
い
ま
し
た
。

　「
こ
ん
に
ち
は
…
…
こ
ん
に
ち
は
…
…
こ
ん
に
ち
は

…
…
。」
と
、
こ
だ
ま
が
答
え
ま
し
た
。

　「
あ
ん
た
、
だ
れ
？
」
と
、
王
子
さ
ま
が
言
い
ま
し
た
。

　「
あ
ん
た
、
だ
れ
…
…
あ
ん
た
、
だ
れ
…
…
あ
ん
た
、

だ
れ
…
…
。」
と
、
こ
だ
ま
が
答
え
ま
し
た
。

　「
ぼ
く
の
友
達
に
な
っ
て
ね
。
ぼ
く
、
一
人
な
ん
だ
。」

と
、
王
子
さ
ま
が
言
い
ま
し
た
。

　「
一
人
な
ん
だ
…
…
一
人
な
ん
だ
…
…
一
人
な
ん
だ

…
…
。」
と
、
こ
だ
ま
が
答
え
ま
し
た
。

王
子
さ
ま
は
、
そ
の
と
き
考
え
ま
し
た
。

　「
な
ん
て
、
変
な
星
だ
ろ
う
、
か
ら
か
ら
で
、
と
ん
が

り
だ
ら
け
で
、
塩
っ
気
だ
ら
け
だ
。
そ
れ
に
、
人
間
に
、

味
が
な
い
。
人
の
言
う
こ
と
お
う
む
返
し
に
す
る
き
り
だ

…
…
。
ぼ
く
の
星
に
は
、
花
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の

花
は
、
い
つ
も
、
こ
っ
ち
か
ら
な
ん
に
も
言
わ
な
い
う
ち

に
、
も
の
を
言
っ
て
た
ん
だ
が
な
あ
…
…
。」

　
　
　
　
　
　
　
＊

と
こ
ろ
で
、
王
子
さ
ま
が
、
砂
原
と
、
岩
と
雪
を
踏
み

分
け
て
、
長
い
こ
と
歩
い
て
い
ま
す
と
、
や
っ
と
、
一
本

の
道
を
見
つ
け
ま
し
た
。
道
と
い
う
も
の
は
、
み
な
、
人

の
い
る
と
こ
ろ
へ
、
通
じ
て
い
る
も
の
な
の
で
す
。

　「
こ
ん
に
ち
は
。」
と
、
王
子
さ
ま
が
言
い
ま
し
た
。

そ
こ
は
、
バ
ラ
の
花
の
咲
き
そ
ろ
っ
て
い
る
庭
で
し
た
。

　「
こ
ん
に
ち
は
。」
と
、
バ
ラ
の
花
た
ち
が
言
い
ま
し
た
。
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星
の
王
子
さ
ま

サ
ン
・
テ
グ
ジ
ュ
ペ
リ
（
文
・
絵
）

内な
い

藤と
う

濯あ
ろ
う

訳

こ
れ
ま
で
の
あ
ら
す
じ

絵
か
き
を
目
指
し
て
い
た
「
ぼ
く
」
は
、
自
分
の
絵
を
大
人
た
ち
に
理
解
し
て
も
ら
え
ず
、
し
か
た

な
し
に
飛
行
機
の
操
縦
士
に
な
り
ま
し
た
。
六
年
前
、
飛
行
機
が
故
障
し
て
「
ぼ
く
」
は
サ
ハ
ラ
砂

漠
の
真
ん
中
に
降
り
立
ち
ま
し
た
。
そ
こ
に
、
ほ
か
の
星
か
ら
来
た
と
い
う
不
思
議
な
男

の
子
が
現
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
が
「
王
子
さ
ま
」
で
し
た
。
話
を
す
る
う
ち
に
、「
ぼ

く
」
は
し
だ
い
に
王
子
さ
ま
の
こ
と
を
知
っ
て
い
き
ま
し
た
。

王
子
さ
ま
の
ふ
る
さ
と
の
星
は
家
く
ら
い
の
大
き
さ
し
か
な
く
て
、
ト
ゲ
を
も
っ
た

美
し
い
花
が
一
輪
咲
い
て
い
ま
し
た
。
こ
の
花
は
わ
が
ま
ま
で
、自
分
の
美
し
さ
を
鼻
に
か
け
、

注
文
ば
か
り
つ
け
て
王
子
さ
ま
を
困
ら
せ
た
の
で
、
王
子
さ
ま
は
そ
の
星
か
ら
旅
立
っ
た
の
で
し
た
。

い
ば
っ
た
王
さ
ま
の
星
、
う
ぬ
ぼ
れ
男
の
星
、
呑
み
助
の
星
な
ど
を
訪
れ
た
王
子
さ
ま
は
、
七
番
目

に
こ
の
地
球
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
で
き
ご
と
に
巡
り
合
っ
た
の
で
す
。

510

王
子
さ
ま
は
、
高
い
山
に
登
り
ま
し
た
。
こ
れ

知
っ
て
い
る
山
と
い
え
ば
、
膝
の
高
さ
ぐ
ら
い

火
山
き
り
で
し
た
。
そ
し
て
、
休
火
山
の
ほ
う
は

け
に
使
っ
て
い
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
王
子
さ
ま
は

な
高
い
山
か
ら
な
ら
、
こ
の
星
の
全
体
と
、
住
ん

人
が
、
み
な
、
一
目
で
見
え
る
だ
ろ
う
。」
と
、

し
た
。
で
も
、ま
る
で
刃や

い
ばを
突
き
立
て
た
よ
う
な

た
岩
の
ほ
か
に
は
、
な
ん
に
も
見
え
ま
せ
ん
。

「
こ
ん
に
ち
は
。」
と
、
王
子
さ
ま
は
、
別
に

な
く
言
い
ま
し
た
。

「
こ
ん
に
ち
は
…
…
こ
ん
に
ち
は
…
…
こ
ん

…
…
。」
と
、
こ
だ
ま
が
答
え
ま
し
た
。

「
あ
ん
た
、
だ
れ
？
」
と
、
王
子
さ
ま
が
言
い

「
あ
ん
た
、
だ
れ
…
…
あ
ん
た
、
だ
れ
…
…
あ

だ
れ
…
…
。」
と
、
こ
だ
ま
が
答
え
ま
し
た
。

「
ぼ
く
の
友
達
に
な
っ
て
ね
。
ぼ
く
、
一
人
な

と
、
王
子
さ
ま
が
言
い
ま
し
た
。

読書の窓
読書の広場

に
こ
の
地
球
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
で
き
ご
と
に
巡
り
合
っ
た
の
で
す
。

れのははん、なにんいあな
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510

鉄ぽ

っ

ぽ

や

道
員 

浅あ
さ

田だ

　次じ

郎ろ
う

こ
れ
ま
で
の
あ
ら
す
じ

　
佐さ

藤と
う

乙お
と

松ま
つ

は
、
北
海
道
の
小
さ
な
駅
の
鉄
道
員
で
あ
る
。
彼
は
一
七
年
前
に
一
人
娘
の
雪
子
（
ユ
ッ
コ
）
を

亡
く
し
た
日
も
、
二
年
前
に
愛
す
る
妻
を
亡
く
し
た
日
も
、
駅
に
立
ち
続
け
た
。
そ
ん
な
乙
松
も
こ
の
三
月
に

廃
線
と
な
る
幌ほ
ろ

舞ま
い

線
（
物
語
中
の
架
空
の
路
線
名
）
と
と
も
に
、
定
年
を
迎
え
る
。

　
そ
の
年
の
正
月
明
け
の
日
の
夕
方
、
こ
の
春
小
学
校
に
上
が
る
と
い
う
女
の
子
が
、
真
新
し
い

ラ
ン
ド
セ
ル
を
し
ょ
っ
て
幌
舞
駅
に
や
っ
て
来
る
。 

ひ
と
し
き
り
乙
松
の
周
り
に
ま
と
わ
り

つ
い
て
離
れ
な
い
で
い
た
が
、 

人
形
を
置
い
た
ま
ま
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。

　
そ
の
日
の
深
夜
、
今
度
は
こ
の
春
中
学
校
に
上
が
る
と
い
う
少
女
が
、
妹
の
忘
れ

て
い
っ
た
人
形
を
取
り
に
や
っ
て
来
る
。
そ
の
少
女
は
、
缶
コ
ー
ヒ
ー
を
乙
松
に

口
移
し
に
す
る
と
「
駅
長
さ
ん
と
、
キ
ス
し
ち
ゃ
っ
た
。」
と
言
い
残
し
て
帰
っ
て

し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
翌
日
の
夕
方
…
…
。
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午
後
に
な
っ
て
ま
た
降
り
出
し
た
雪
が
、
①ボ

タ
山
の
影
を
お
ぼ
ろ
に
隠
す
ほ
ど
繁し

げ

く
な
っ
た
。
音
の
な
い

世
界
に
レ
ー
ル
の
軋き

し

み
と
も
聞
き
ま
が
う
耳
鳴
り
が
や
っ
て
き
て
、
乙
松
は
真
白
な
坊
主
頭
を
抱
え
た
。

ふ
と
、
出
札
口
の
ガ
ラ
ス
が
叩た

た

か
れ
て
乙
松
は
頭
を
上
げ
た
。
お
さ
げ
髪
の
女
子
高
生
が
、
②ギ

ャ
バ
地
の

コ
ー
ト
の
雪
を
払
っ
て
い
た
。

　「
こ
ん
に
ち
は
、
駅
長
さ
ん
。」

て
い
ね
い
に
頭
を
下
げ
る
し
ぐ
さ
に
見
覚
え
が
あ
る
。
ゆ
う
べ
の
子
供
た
ち
の
、
ま
た
そ
の
上
の
姉
が
忘

れ
物
を
取
り
に
来
た
の
だ
と
気
付
く
と
、
乙
松
の
心
は
た
ち
ま
ち
晴
れ
た
。

　「
あ
れ
え
、
あ
ん
た
ま
た
姉
さ
ん
か
ね
。」

　「
わ
か
り
ま
す
か
？
」

ミ
ト
ン
の
手
袋
を
頰
に
当
て
て
、
少
女
は
お
か
し
そ
う
に
笑
っ
た
。

　「
わ
か
る
も
な
ん
も
、
声
か
ら
顔
か
ら
そ
っ
く
り
だ
べ
や
。」

　「
き
の
う
は
失
礼
し
ま
し
た
。
ご
め
ん
な
さ
い
、
駅
長
さ
ん
。」

　「
な
ん
も
。
遊
ん
で
も
ら
っ
た
の
は
こ
っ
ち
だ
べ
や
。
さ
、
お
入
り
。
そ
こ
は
風
が
抜
け
る
で
。」

少
女
は
待
合
室
を
珍
し
そ
う
に
眺
め
わ
た
し
、
太
い
梁は

り

や
古
い
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
に
感
嘆
の
声
を
上
げ
た
。

横
顔
が
輝
く
ば
か
り
に
美
し
い
。

　「
み
ん
な
し
て
、
親お

や

御ご

さ
ん
の
里
帰
り
だ
か
ね
。」

　「
は
い
。」
と
、
少
女
は
腰
ま
で
届
く
お
さ
げ
髪
を
縄
の
よ
う
に
振
っ
て
見
返
っ
た
。

は
は
あ
、
と
乙
松
は
よ
う
や
く
気
付
い
た
。

①
ボ
タ
山
　
炭
鉱
で
石

炭
を
と
っ
た
後
に
残

る
岩
石
や
粗
悪
な
石

炭
を
、
山
の
よ
う
に

積
み
上
げ
た
も
の
。

②
ギ
ャ
バ
　
ギ
ャ
バ
ジ

ン
の
こ
と
。
主
と
し

て
コ
ー
ト
に
用
い
ら

れ
る
厚
手
の
織
物
。

に
こ
の
地
球
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
そ
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
で
き
ご
と
に
巡
り
合
っ
た
の
で
す
。

れ
ま

の
三

は
、

は
「

ん
で

、
考

な
、と

に
あ

ん
に

い
ま
し

あ
ん

な
ん
だ

鉄ぽ

っ

ぽ

や

道
員

浅あ
さ

田だ

次じ

郎ろ
う

こ
れ
ま
で
の
あ
ら
す
じ

佐さ

藤と
う

乙お
と

松ま
つ

は
、
北
海
道
の
小
さ
な
駅
の
鉄
道
員
で
あ
る
。
彼
は
一
七
年
前
に
一
人
娘
の
雪
子
（
ユ
ッ
コ
）
を

亡
く
し
た
日
も
、
二
年
前
に
愛
す
る
妻
を
亡
く
し
た
日
も
、
駅
に
立
ち
続
け
た
。
そ
ん
な
乙
松松
も
こ
の
三
月
に

廃
線
と
な
る
幌ほ
ろ

舞ま
い

線
（
物
語
中
の
架
空
の
路
線
名
）
と
と
も
に
、
定
年
を
迎
え
るる
。

そ
の
年
の
正
月
明
け
の
日
の
夕
方
、
こ
の
春
小
学
校
に
上
が
る
と
い
う
女
の
子子
が
、
真
新
し
い

ラ
ン
ド
セ
ル
を
し
ょ
っ
て
幌
舞
駅
に
や
っ
て
来
る
。
ひ
と
し
き
り
乙
松
の
周
り
に
ま
と
わ
り

つ
い
て
離
れ
な
い
で
い
た
が
、
人
形
を
置
い
た
ま
ま
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。

そ
の
日
の
深
夜
、
今
度
は
こ
の
春
中
学
校
に
上
が
る
と
い
う
少
女
が
、
妹
の
忘忘
れ

て
い
っ
た
人
形
を
取
り
に
や
っ
て
来
る
。
そ
の
少
女
は
、
缶
コ
ー
ヒ
ー
を
乙
松
に

口
移
し
に
す
る
と
「
駅
長
さ
ん
と
、
キ
ス
し
ち
ゃ
っ
た
。」
と
言
い
残
し
て
帰
っ
て

し
ま
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
翌
日
の
夕
方
…
…
。

午
後
に
な
っ
て
ま
た
降
り
出
し
た
雪
が
、
①ボ

タ

世
界
に
レ
ー
ル
の
軋き

し

み
と
も
聞
き
ま
が
う
耳
鳴
り

ふ
と
、
出
札
口
の
ガ
ラ
ス
が
叩た

た

か
れ
て
乙
松
は

コ
ー
ト
の
雪
を
払
っ
て
い
た
。

「
こ
ん
に
ち
は
、
駅
長
さ
ん
。」

て
い
ね
い
に
頭
を
下
げ
る
し
ぐ
さ
に
見
覚
え
が

れ
物
を
取
り
に
来
た
の
だ
と
気
付
く
と
、
乙
松
の

「
あ
れ
え
、
あ
ん
た
ま
た
姉
さ
ん
か
ね
。」

「
わ
か
り
ま
す
か
？
」

ミ
ト
ン
の
手
袋
を
頰
に
当
て
て
、
少
女
は
お
か

「
わ
か
る
も
な
ん
も
、
声
か
ら
顔
か
ら
そ
っ
く
り

「
き
の
う
は
失
礼
し
ま
し
た
。
ご
め
ん
な
さ
い
、

「
な
ん
も
。
遊
ん
で
も
ら
っ
た
の
は
こ
っ
ち
だ
べ

少
女
は
待
合
室
を
珍
し
そ
う
に
眺
め
わ
た
し
、

横
顔
が
輝
く
ば
か
り
に
美
し
い
。

「
み
ん
な
し
て
、
親お

や

御ご

さ
ん
の
里
帰
り
だ
か
ね
。

「
は
い
。」
と
、
少
女
は
腰
ま
で
届
く
お
さ
げ
髪

は
は
あ
、
と
乙
松
は
よ
う
や
く
気
付
い
た
。

ま「で考としだ

山
の

り
が
や

頭
を

あ
る

心
は

し
そ

り
だ
べ

駅
長

べ
や
。

太
い

」
髪
を
縄

星の王子さま
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広 が る 読 書 の 世 界 、 多 彩 な 本 の 魅 力

チェックリスト

「読書の窓」で
出会った本

浅 田 次 郎

フ
ョ
ー
ド
ル
・
ミ
ハ
イ
ロ
ヴ
ィ
チ
・
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー

『
罪
と
罰
』

武む

者し
ゃ
の

小こ
う

路じ

実さ
ね

篤あ
つ『
友
情
』

手て

塚づ
か

治お
さ

虫む
『
火
の
鳥
』

井い

伏ぶ
せ

鱒ま
す

二じ『
黒
い
雨
』

Ｊ
・Ｄ・サ
リ
ン
ジ
ャ
ー

『
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー・
イ
ン・
ザ
・
ラ
イ
』

夏な
つ

目め

漱そ
う

石せ
き『
三
四
郎
』

中な
か

勘か
ん

助す
け『

銀
の
匙さ

じ

』

ミ
ヒ
ャ
エ
ル・エ
ン
デ『
モ
モ
』

呉ご

承し
ょ
う

恩お
ん『
西
遊
記
』

司し

馬ば

遼り
ょ
う

太た

郎ろ
う『
坂
の
上
の
雲
』

ジ
ャ
ン・ア
ン
リ・フ
ァ
ー
ブ
ル

『
完
訳 

フ
ァ
ー
ブ
ル
昆
虫
記
』

呉く
れ

茂し
げ

一い
ち『

ギ
リ
シ
ア
神
話
』

池い
け

内う
ち

了さ
と
る

編

『
雪
は
天
か
ら
の
手
紙 

中な
か

谷や

宇う

吉き
ち

郎ろ
う

エ
ッ
セ
イ
集
』

谷た
に

川か
わ

俊し
ゅ
ん

太た

郎ろ
う『

二
十
億
光
年
の
孤
独
』

Ｊ
・Ｒ・Ｒ・ト
ー
ル
キ
ン『
指
輪
物
語
』

井い
の

上う
え

雄た
け

彦ひ
こ『
バ
ガ
ボ
ン
ド
』

大や
ま
と和
和わ

紀き
『
あ
さ
き
ゆ
め
み
し
』

貧
し
い
若
者
ラ
ス
コ
ー
リ

ニ
コ
フ
は
、
強
欲
な
金

貸
し
の
老
婆
を
殺
害
し
て

金
を
奪
い
、
世
の
中
に
役

立
て
よ
う
と
考
え
る
が
…
。

心
理
描
写
が
圧
巻
の
長
編
。

脚
本
家
の
野
島
は
、
親
友

で
あ
る
作
家
、
大
宮
の
い

と
こ
、杉
子
に
恋
を
す
る
。

し
か
し
杉
子
は
大
宮
に
心

ひ
か
れ
て
い
て
…
。
友
情

と
恋
愛
の
葛
藤
を
描
く
。

永
遠
の
命
を
も
つ
「
火
の

鳥
」を
テ
ー
マ
に
、
古
代
か

ら
未
来
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な

人
物
が
運
命
に
翻
弄
さ
れ

な
が
ら
生
き
る
姿
を
描
い

た
、手
塚
治
虫
の
代
表
作
。

被
爆
者
だ
と
う
わ
さ
さ
れ

て
縁
談
が
ま
と
ま
ら
な
い

主
人
公
の
姪め
い

。
主
人
公
が

奔
走
す
る
が
…
。
原
爆
に

運
命
を
狂
わ
さ
れ
た
一
般

市
民
の
生
活
を
描
く
。

高
校
を
退
学
処
分
に
な
っ

た
主
人
公
は
、「
イ
ン
チ
キ
」

な
大
人
の
世
界
に
反
発
し

て
…
。
若
者
の
繊
細
な
内

面
を
生
き
生
き
と
描
く
。

熊
本
か
ら
上
京
し
大
学
に

入
学
し
た
主
人
公
、
小
川

三
四
郎
が
、
謎
め
い
た
教

師
に
ひ
か
れ
た
り
都
会
の

女
性
に
翻
弄
さ
れ
た
り
し

な
が
ら
成
長
し
て
い
く
。

な
か
な
か
開
か
な
い
引
き

出
し
か
ら
出
て
き
た
銀
の

匙
の
思
い
出
な
ど
、
子
ど

も
の
繊
細
な
感
情
の
世
界

を
み
ず
み
ず
し
く
描
き
出

し
た
、
自
伝
的
小
説
。

時
間
泥
棒
に
奪
わ
れ
た

人
々
の
時
間
を
取
り
戻
す

た
め
、
不
思
議
な
力
を
も

つ
少
女
、
モ
モ
の
冒
険
が

始
ま
る
。
想
像
力
の
大
切

さ
を
描
く
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
。

孫そ
ん

悟ご

空く
う

が
猪ち

ょ

八は
っ

戒か
い

や
沙さ

悟ご

浄じ
ょ
うと
と
も
に
三さ

ん

蔵ぞ
う

法
師
を

守
っ
て
天て

ん

竺じ
く

を
目
指
す
。

長
大
な
中
国
の
古
典
的
小

説
を
、
読
み
や
す
く
ま
と

め
た
ダ
イ
ジ
ェ
ス
ト
版
。

明
治
維
新
後
の
急
激
な
社

会
変
化
の
中
を
生
き
た

人
々
の
姿
を
、
日
露
戦
争

で
活
躍
し
た
軍
人
、
秋
山

好よ
し

古ふ
る
・
真さ

ね

之ゆ
き

兄
弟
と
俳
人

正
岡
子
規
を
軸
に
描
く
。

ふ
ん
を
玉
に
し
て
転
が
す

ふ
ん
虫
を
は
じ
め
、
さ
ま

ざ
ま
な
昆
虫
の
生
態
を
微

細
な
観
察
を
と
お
し
て
描

き
出
す
。
図
版
も
美
し
い
。

西
欧
文
化
に
大
き
な
影
響

を
与
え
、
現
代
の
私
た
ち

の
生
活
に
も
浸
透
し
て
い

る
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
の
物

語
。
そ
の
全
体
像
を
ま
と

め
た
一
冊
。

雪
の
結
晶
の
美
し
さ
に
魅

せ
ら
れ
た
物
理
学
者
の

エ
ッ
セ
イ
集
。
科
学
の
お

も
し
ろ
さ
、
科
学
へ
の
情

熱
を
平
易
に
つ
づ
る
。

や
さ
し
い
言
葉
で
繊
細
な

感
受
性
を
包
み
、
半
世
紀

以
上
愛
さ
れ
続
け
て
き
た

詩
人
の
デ
ビ
ュ
ー
詩
集
。

表
題
作
を
は
じ
め「
ネ
ロ
」

「
は
る
」
な
ど
を
収
め
る
。

異
世
界
を
舞
台
に
し
た

フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
。
絶
大
な

魔
力
を
も
つ
指
輪
の
争
奪

を
軸
に
、
妖
精
や
剣
士
、

魔
法
使
い
た
ち
の
活
躍
を

壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
で
描
く
。

吉よ
し

川か
わ

英え
い

治じ

の
小
説
「
宮み

や

本も
と

武む

蔵さ
し

」
が
原
作
。
武
蔵
が

剣
豪
と
し
て
成
長
し
て
い

く
姿
や
、
ラ
イ
バ
ル
佐
々

木
小
次
郎
の
生
涯
を
、
迫

力
あ
る
筆
致
で
描
く
漫
画
。

千
年
前
に
書
か
れ
た
『
源

氏
物
語
』
の
世
界
を
美
し

い
漫
画
で
再
現
。
光
源
氏

を
は
じ
め
と
し
た
平
安
貴

族
た
ち
の
愛
憎
渦
巻
く
人

間
模
様
を
華
麗
に
描
く
。

神
話
、
世
界
文
学
の
名
作
、

詩
、
科
学
エ
ッ
セ
イ
、
漫
画

…
。
本
の
お
も
し
ろ
さ
は

洋
の
東
西
を
超
え
、
時
代

を
超
え
て
人
の
心
を
打
つ
。

人
生
観
が
変
わ
る
よ
う
な

本
と
の
出
会
い
は
、
一
生
の

財
産
に
な
る
だ
ろ
う
。

読 書 の 窓  5
世界の古典から
日本の漫画まで

278ページ

▲

296ページ

▲

310ページ

▲

⃝

「
読
書
の
窓
」
の
各
ペ
ー
ジ
で

は
、
テ
ー
マ
ご
と
に
さ
ま
ざ
ま

な
本
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。
ま

た
、「
読
書
の
広
場
」に
は
、
魅
力

的
な
作
品
が
二
編
載
っ
て
い
ま

す
。
本
の
世
界
を
広
げ
ま
し
ょ
う
。

読 書 の 窓 1
現代の

小説を読む

48ページ

▲

読 書 の 窓 2
多様なジャンルの
本に手を伸ばそう

82ページ

▲

読 書 の 窓 3
自然へのまなざし
科学への好奇心

116ページ

▲

読 書 の 窓 4
社会、仕事、人生

を考える本

230ページ

▲

読
書
の
広
場

読
書
の
窓

5101520255101520

●④●⑤

読書の広場296

510

単元末に適宜「読書の窓」を設けて本を
紹介。また、巻末の「読書の広場」には
魅力的な読み物として「星の王子さま」
「鉄

ぽ っ ぽ や

道員」を収録して、生徒がすすんで
読書の世界を広げられるようにしました。

「
読
書
の
広
場
」
に
は
魅
力
的
な
作
品
を
二
編
収
録
し
、
生
徒
が
す
す
ん
で
読

●①●②

【
雲
】
【
風
】

【
雨
】
【
雪
】

自
然
と

響
き
合
う

日
本
語

日
本
語
に
は
、人
々
が
自
然
と

深
く
接
す
る
な
か
で
生
ま
れ

て
き
た
言
葉
が
、数
多
く
受

け
継
が
れ
て
い
る
。身
近
な
自

然
と
か
か
わ
り
の
深
い
言
葉

を
、自
分
で
も
調
べ
て
み
よ
う
。

「
言
葉
は
変
わ
る
も
の
、さ
れ
ど
伝

承
す
べ
き
も
の
」50
〜
56
ペー
ジ
参
照

な
み
雲

入
道
雲

と
よ
は
た
雲

ひ
つ
じ
雲

い
わ
し
雲

春
一
番

東こ

風ち
薫く

ん

風ぷ
う

順
風

山
背

野
分

雁か
り

渡わ
た

し

つ
む
じ
風

玉た
ま

風か
ぜ

木
枯
ら
し

あ
わ
雪

あ
わ
雪

あ
わ
雪

あ
わ
雪

な
ご
り
雪

な
ご
り
雪

な
ご
り
雪

な
ご
り
雪

な
ご
り
雪

な
ご
り
雪

さ
さ
め
雪

さ
さ
め
雪

さ
さ
め
雪

さ
さ
め
雪

さ
さ
め
雪

さ
さ
め
雪

こ
な
雪

こ
な
雪

こ
な
雪

こ
な
雪

こ
な
雪

ぼ
た
ん
雪

ぼ
た
ん
雪

ぼ
た
ん
雪

ぼ
た
ん
雪

ぼ
た
ん
雪

根
雪
根
雪
根
雪

べ
た
雪

べ
た
雪

べ
た
雪

べ
た
雪

べ
た
雪

は
だ
れ
雪

は
だ
れ
雪

は
だ
れ
雪

は
だ
れ
雪

は
だ
れ
雪

風
花
風
花
風
花

綿
帽
子

綿
帽
子

綿
帽
子

綿
帽
子

土
砂
降
り

狐
の
嫁
入
り

に
わ
か
雨

夕
立
ち

村
雨

時
雨

あ
わ
雪

な
ご
り
雪

さ
さ
め
雪

こ
な
雪

ぼ
た
ん
雪

根
雪

べ
た
雪

は
だ
れ
雪

風
花

綿
帽
子

春
雨

五
月
雨

梅
雨

土
砂
降
り

狐き
つ
ねの
嫁
入
り

に
わ
か
雨

夕
立
ち

村
雨

秋
雨

時
雨

よ
こ
雲

お
ぼ
ろ
雲

飛
行
機
雲

は
ね
雲

な
み
雲

入
道
雲

と
よ
は
た
雲

ひ
つ
じ
雲

い
わ
し
雲

わ
た
雲

古文編・漢文編と
も、本文理解に必
要な地図・系図な
どの資料のほか、
絵巻・さし絵なども
カラーで効果的に
収録しています。

⑪

春
の
七
草

せ
り
な
づ
な
ご
ぎ
よ
う
は
こ
べ
ら
ほ
と
け
の
ざ

す
ず
な
す
ず
し
ろ
こ
れ
ぞ
七
草
　
　
　
　
作
者
未
詳

秋
の
七
草

萩は
ぎ

の
花
尾を

花ば
な

葛く
ず

花ば
な

な
で
し
こ
の
花

女を
み
な
へ
し

郎
花
ま
た
藤ふ

ぢ
ば
か
ま袴

あ
さ
が
ほ
の
花 

　
山や

ま
の

上う
え
の

憶お
く

良ら

（
万
葉
集
）

夏冬

秋 春

光
源
氏
の
邸
宅
︑六
条
院

栄
華
を
極
め
た
光
源
氏
は
、
広
大
な

邸
宅
を
四
つ
の
町
に
分
け
、
そ
れ
ぞ

れ
に
四
季
の
植
物
を
植
え
て
趣
向
を

凝
ら
し
た
庭
を
造
っ
た
。

橘
たちばな

桃

卯
う

の花

藤

松

菊

白梅

紫式部

古
典
の
植
物

『
源
氏
物
語
』

↓
一
〇
〇
ペ
ー
ジ

基本句形のまとめ　84

51015

　
漢
文
の
学
習
で
は
、
漢
字
の
意
味
と
語
順
に
注
意
す
る
こ
と
が
大

切
だ
が
、
句
形
の
知
識
も
欠
か
せ
な
い
。
こ
こ
で
は
、
基
本
的
な
八

つ
の
句
形
に
つ
い
て
ま
と
め
た
。付
録「
重
要
句
形
の
整
理
」（
一
六
八

〜
一
七
九
ペ
ー
ジ
）
も
、
参
照
し
な
が
ら
学
習
し
よ
う
。

　
ま
ず
、
漢
文
に
最
も
よ
く
用
い
ら
れ
る
否
定
の
形
と
禁
止
の
形
を

見
て
み
よ
う
。
い
ず
れ
も
、
日
本
語
と
語
順
が
大
き
く
異
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
否
定
は
、
下
の
語
や
句
の
内
容
を
、「
…
な
い
」

と
打
ち
消
す
形
で
あ
る
。

金
陵ノ

安
楽
寺ノ

四
白
竜ハ

、不
点ゼ
二

眼
睛ヲ
一。 

（
九・
３
）

　
　
　
　
　
金き
ん

陵り
よ
うの
安あ

ん

楽ら
く

寺じ

の
四し

白は
く

竜り
よ
うは
、
眼が

ん

睛せ
い

を
点て

ん

ぜ
ず
。

　
　
　
　
　
金
陵
の
安
楽
寺
の
四
頭
の
白
竜
に
は
、
ひ
と
み
を
描
き
入
れ

な
か
っ
た
。

　
日
本
語
で
は
「
点
ぜ
ず
」
の
よ
う
に
助
動
詞
の
「
ず
」
が
述
語
の

「
点
ず
」
の
後
に
置
か
れ
る
の
に
対
し
、
漢
文
で
は
否
定
の
助
字
の

「
不
」
が
述
語
の
「
点
」
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
漢

文
で
は
否
定
の
助
字
は
基
本
的
に
述
語
の
前
に
置
か
れ
る
こ
と
を
確

認
し
て
お
き
た
い
。

　
こ
の
「
不
」
と
同
様
に
否
定
の
助
字
と
し
て
よ
く
用
い
ら
れ
る
の

が
「
未
」
で
あ
る
。

二
竜ノ

未ダ

点ゼ

眼ヲ

者ハ

、見ニ

在リ

。 

（
九・
５
〜
６
）

　
　
　
　
　
二に

竜り
よ
うの
未い

ま

だ
眼め

を
点て

ん

ぜ
ざ
る
者も

の

は
、
見げ

ん

に
在あ

り
。

　
　
　
　
　
二
頭
の
竜
で
ま
だ
ひ
と
み
を
描
き
入
れ
て
い
な
い
も
の
は
、

今
も
残
っ
て
い
る
。

　
こ
の
「
未
」
は
、
こ
と
が
ま
だ
実
現
し
て
い
な
い
こ
と
、
動
作
が

ま
だ
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
意
味
し
、訓
読
で
は
「
い
ま
ダ
…
ず
」

と
再
読
す
る
。

　「
不
」
や
「
未
」
が
主
に
動
詞
や
形
容
詞
を
否
定
す
る
の
に
対
し
て
、

名
詞
あ
る
い
は
名
詞
句
の
否
定
に
用
い
ら
れ
る
の
が
「
非
」
で
あ
る
。

否

　定

書
き
下
し
文

現
代
語
訳

ル

書
き
下
し
文

現
代
語
訳

基
本
句
形
の
ま
と
め
１

否
定
と
禁
止

85　否定と禁止

510

若ハ

非ズ
二

吾ガ

故
人ニ
一

乎
。 

（
四
五・
８
）

　
　
　
　
　
若な
ん
ぢは
吾わ

が
故こ

人じ
ん

に
非あ

ら

ず
や
。

　
　
　
　
　
お
前
は
私
の
旧
友
で
は
な
い
か
。

　「
非
」
は
、訓
読
で
は
「
…
ニ
あ
ら
ズ
」
と
「
ニ
」
を
添
え
て
読
む
。

　
否
定
の
形
で
も
う
一
つ
重
要
な
の
は
、「
無
」
で
あ
る
。「
無
」
は

「
有
」
の
反
対
の
意
味
で
、「
…
が
な
い
」
こ
と
を
意
味
し
、
訓
読
で

は
「
…
な
シ
」
と
読
む
。

　

馬
無ク

シ
テ　

故
、亡ゲ

テ　

而
入ル

胡ニ

。 

（
一
四・
３
）

　
　
　
　
　
馬う
ま

故ゆ
ゑ

無な

く
し
て
、
亡に

げ
て
胡こ

に
入い

る
。

　
　
　
　
　
馬
が
理
由
も
な
く
逃
げ
て
、
北
方
の
異
民
族
の
地
に
行
っ
て

し
ま
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
否
定
の
助
字
に
は
、「
不
」「
未
」「
非
」「
無
」
の

ほ
か
に
、「
弗
」「
莫
」
な
ど
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
禁
止
は
、「
…
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
意
味

を
表
す
形
で
あ
る
。
訓
読
で
は
「
…
ス
ル
（
コ
ト
）

な
カ
レ
」
と
形
容
詞
「
な
し
」
の
命
令
形
で
読
む
。

　

毋カ
レ二

妄
言ス

ル一。 

（
三
三・
３
）

　
　
　
　
　
妄ま
う

言げ
ん

す
る
毋な

か
れ
。

　
　
　
　
　
で
た
ら
め
を
言
う
な
。

　

行
人
莫カ

レ

問フ

当
年ノ

事ヲ 

（
二
六・
８
）

　
　
　
　
　
行か
う

人じ
ん

問と

ふ
莫な

か
れ
当た

う

年ね
ん

の
事こ

と

を

　
　
　
　
　
旅
人
よ
、
当
時
の
こ
と
な
ど
聞
い
て
く
れ
る
な
。

　
　
　
　
　
　
　
禁
止
の
助
字
に
は
、「
毋
」「
莫
」
の
ほ
か
に
、「
無
」

「
勿
」
な
ど
が
あ
る
。
否
定
の
形
で
は
「
毋な

し
」「
莫な

し
」
と
読
み
、
禁
止
の
形
で
は
「
毋な

か
れ
」「
莫な

か
れ
」
と
読
む
。

書
き
下
し
文

現
代
語
訳

書
き
下
し
文

現
代
語
訳

禁

　止

書
き
下
し
文

現
代
語
訳

書
き
下
し
文

現
代
語
訳

「
古
典
Ｂ
」
教
科
書
の
ご
案
内

新刊
平成 26年度



いくさと人間

日
記
へ
の
招
待

　平
安
時
代
末
期
か
ら
、
武
士
の
世
の
中
に
な
る

と
、
武
士
集
団
の
戦
い
を
描
い
た
作
品
が
生
ま
れ

る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
軍
記
物
語
と
い
い
、
そ

の
代
表
作
が
、平
家
の
繁
栄
と
滅
亡
を
描
い
た『
平

家
物
語
』
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
激
し
い
戦
い
の

様
子
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
男
女
の

愛
や
主
従
の
思
い
と
い
う
人
間
の
真
情
が
、
力
強

く
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

軍
記
物
語
へ
の
招
待

源義経の一代記

義
ぎ

経
けい

記
き

作者●未詳
成立●室町時代中期
　 源

みなもとの

義
よし

経
つね

が牛若丸と呼ばれ
て鞍

くら

馬
ま

（京都市郊外）で修行
する少年時代から、平家一門
を滅ぼした後、兄頼

より

朝
とも

との不
和から奥州藤原氏のもとに逃
れ、やがてそこで自害するま
での生涯を描いたもの。

1183年5月

俱
く

利
り

伽
か

羅
ら

谷
だに

の戦い
木曾義仲、平家軍に大勝。

1180年10月

富
ふ

士
じ

川
がわ

の戦い
平家軍、戦わずして
逃げ帰る。

平泉

鎌倉

木曽

軍記物語への招待

一
〇
〇
〇
▼

一
五
〇
〇
▼

二
〇
〇
〇
▼ 

奈良平安鎌倉室町江戸

軍記物語の最高傑作

平
へい

家
け

物語 作者●未詳
成立●鎌倉時代初期

　平家一門の栄華と没落・滅亡を描いた軍記物語。琵
び

琶
わ

法師
によって語り伝えられたり、書き加えられたりして、多数の
異本が生じた。文章は和漢混交文体で、リズム感があり、語
り物としての特色がよく表れている。能・浄

じょう

瑠
る

璃
り

・歌
か

舞
ぶ

伎
き

などの芸能、近世から現代までの文芸に多大な影響をおよぼ
した。

将し
ょ
う

門も
ん

記き

太
平
記

平
家
物
語

義
経
記

1184年1月

宇
う

治
じ

川
がわ

の戦い
源義経、源義仲の
軍を破る。

1184年2月

一
いち

ノ
の

谷
たに

の戦い

源義経、鵯
ひよどり

越
ごえ

を下って
急襲、平家軍を破る。

1185年3月

壇
だん

の浦
うら

の戦い
源平最後の戦い。
平家滅亡。

1185年2月

屋
や

島
しま

の戦い
源義経、屋島で
平家軍を破る。

京

源義経の進路
源義

よし

仲
なか

の進路

各
単
元
の
最
初
に
、
そ
の
単
元
で
扱
う
作
品
の
概
略
や
魅
力
を
、
年
表
や
図

解
を
ま
じ
え
て
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
描
き
出
し
た
特
集
ペ
ー
ジ
「
古
典
へ
の
招

待
」
を
設
け
ま
し
た
。

教
材
は
基
本
的
か
つ
生
徒
の
感
性
に
訴
え
る
も
の
を
厳
選
。
大
岡
信
「
百
人

一
首
の
恋
の
歌
」
の
後
に
折
込
で
全
首
掲
載
し
た
「
百
人
一
首
」、
蕪
村
の

絵
と
読
む
「
奥
の
細
道
」、
安
野
光
雅
の
挿
画
が
印
象
的
な
「
三
国
志
」
な

ど
、
教
材
化
や
見
せ
方
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。

巻
頭
に
は
古
典
の
学
習
に
有
益
な
図
録
を
11
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
掲
載
。
模
型

や
写
真
を
効
果
的
に
使
い
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
世
代
の
高
校
生
が
古
典
の
世
界
を

豊
か
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
工
夫
し
ま
し
た
。

特
色生

徒
を
引
き
込
む
教
材
、斬
新
な
教
材
化

2
新
し
い
発
想
で
ま
と
め
た
、役
立
つ
巻
頭
図
録

3
古
典
の
世
界
が
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
立
ち
上
が
る
、

「
古
典
へ
の
招
待
」

1 二
・
三
年
次
の
古
典
学
習
に
必
要
な
教
材
を
精
選
し
て
一
冊
に
ま
と
め
た
、

二
部
構
成
の
教
科
書
。
古
文
編
で
は
『
源
氏
物
語
』『
枕
草
子
』『
大
鏡
』
を

中
心
に
、
漢
文
編
で
は
「
小
説
」
単
元
を
は
じ
め
と
し
た
読
み
応
え
の
あ
る

ま
と
ま
っ
た
文
章
教
材
を
充
実
さ
せ
、
大
学
入
試
に
も
配
慮
し
ま
し
た
。

ほ
ぼ
す
べ
て
の
教
材
に
、
古
文
編
で
は
文
法
の
設
問
、
漢
文
編
で
は
「
訓
読

で
注
意
す
る
文
字
」
と
「
句
法
」
を
ま
と
め
、
教
材
に
即
し
て
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
を
整
理
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
漢
文
編
に
は
頻
出
の
八
つ

の
句
形
を
解
説
し
た
コ
ラ
ム
「
基
本
句
形
の
ま
と
め
」
を
掲
載
し
、
要
点
を

随
時
参
照
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

巻
頭
に
は
古
典
の
学
習
に
有
益
な
図
録
を
11
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
掲
載
。
模
型

や
写
真
を
効
果
的
に
使
い
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
世
代
の
高
校
生
が
古
典
の
世
界
を

豊
か
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
工
夫
し
ま
し
た
。

特
色教

材
に
即
し
て
文
法
・
句
法
の
要
点
を

確
認
で
き
る

2
新
し
い
発
想
で
ま
と
め
た
、

役
立
つ
巻
頭
図
録

3
重
要
な
作
品
を
精
選
、

効
率
的
に
古
典
を
学
べ
る

1

入試を見据えた2年間履修に古典の楽しさを伝える、新時代の教科書

①

11

5

6

7

13

12

17

20

15

⑦ 応
おう

天
てん

門
もん

⑤ 大
だいごくでん

極殿を模して造られた現在の平安神宮正殿

① 紫
し

宸
しん

殿
でん

⑬ 神
しんせんえん

泉苑

⑰ 東
とう

寺
じ

大だ
い

内だ
い

裏り

平
安
京

内だ
い

裏り
1

2

天
皇
の
居
所（
内
裏
）と

さ
ま
ざ
ま
な
官
庁
が

あ
る
区
域
。

天
皇
の
居
所
。

鴨
かも

川
がわ

九条大路

一条大路

二条大路

古
典
の
舞
台

3
4

左
京

朱す
ざ
く雀

大
路

②

11

5

6

7

10

9

1314

20

18

16

19

⑫ 冷
れいぜいいん

泉院

⑬ 神
しんせんえん

泉苑

⑭ 朱
す ざ く

雀院
いん

⑮ 東
ひがしのいち

市

⑯ 西
にしのいち

市

⑰ 東
とう

寺
じ

⑱ 西
さい

寺
じ

⑲ 仁
にん

和
な

寺
じ

⑳ 羅
ら

城
じょう

門
もん

⑤ 大
だいごくでん

極殿

⑥ 八
はっ

省
しょう

院
いん

（朝
ちょう

堂
どう

院
いん

）

⑦ 応
おう

天
てん

門
もん

⑧ 豊
ぶ

楽
らく

殿
でん

⑨ 豊
ぶ

楽
らく

院
いん

⑩ 宴
えん

の松
まつばら

原

⑪ 朱
すざくもん

雀門

① 紫
し

宸
しん

殿
でん

② 清
せいりょうでん

涼 殿

③ 桐
きり

壺
つぼ

④ 藤
ふじ

壺
つぼ

⑳ 羅
ら

城
じょう

門
もん

⑲ 仁
にん

和
な

寺
じ

⑧ 豊
ぶ

楽
らく

殿
でん

② 清
せいりょうでん

涼殿④ 藤
ふじ

壺
つぼ

2

桂
かつら

川
がわ

4

8

右
京 朱す

ざ
く雀
大
路

での生涯を描いたもの。逃げ帰る。軍を破る。源義仲の進路

百
人
一
首

奥お
く

山や
ま

に
紅も

み
ぢ葉

踏ふ

み
わ
け
鳴な

く
鹿し

か

の

声こ
ゑ

聞き

く
時と
き

ぞ
秋あ
き

は
か
な
し
き

猿さ
る

丸ま
る

大だ
い

夫ふ

田た

子ご

の
浦う

ら
に
う
ち
出い

で
て
み
れ
ば
白し

ろ

妙た
へ

の

富ふ

士じ

の
高た
か

嶺ね

に
雪ゆ
き

は
降ふ

り
つ
つ

山や
ま

部べ
の

赤あ
か

人ひ
と

あ
し
ひ
き
の
山や
ま

鳥ど
り

の
尾を

の
し
だ
り
尾を

の

な
が
な
が
し
夜よ

を
ひ
と
り
か
も
寝ね

む

柿か
き
の

本も
と
の

人ひ
と

麻ま

呂ろ

春は
る

過す

ぎ
て
夏な

つ

来き

に
け
ら
し
白し

ろ

妙た
へ

の

衣こ
ろ
もほ

す
て
ふ
天あ

ま

の
香か

具ぐ

山や
ま

持ぢ

統と
う

天
皇

秋あ
き

の
田た

の
か
り
ほ
の
庵い

ほ

の
苫と

ま

を
あ
ら
み

わ
が
衣こ

ろ
も

手で

は
露つ

ゆ

に
ぬ
れ
つ
つ

天て
ん

智ぢ

天
皇

こ
れ
や
こ
の
行ゆ

く
も
帰か

へ

る
も
別わ

か

れ
て
は

知し

る
も
知し

ら
ぬ
も
逢あ

ふ

坂さ
か

の
関せ

き

蟬せ
み

丸ま
る

花は
な

の
色い
ろ

は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に

わ
が
身み

世よ

に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に小を

野の
の

小こ

町ま
ち

わ
が
庵い
ほ

は
都み
や
この
た
つ
み
し
か
ぞ
住す

む

世よ

を
う
ぢ
山や

ま

と
人ひ

と

は
い
ふ
な
り

喜き

撰せ
ん

法
師

天あ
ま

の
原は
ら

ふ
り
さ
け
見み

れ
ば
春か
す
が日
な
る

三み

笠か
さ

の
山や

ま

に
出い

で
し
月つ

き

か
も

安あ

倍べ
の

仲な
か

麻ま

呂ろ

か
さ
さ
ぎ
の
渡わ

た

せ
る
橋は

し

に
置お

く
霜し

も

の

白し
ろ

き
を
見み

れ
ば
夜よ

ぞ
更ふ

け
に
け
る

中ち
ゆ
う

納な

言ご
ん

家や
か

持も
ち

5 4 3 2 1

10 9 8 7 6

難な
に

波は

潟が
た

短み
じ
かき
葦あ
し

の
ふ
し
の
間ま

も

逢あ

は
で
こ
の
世よ

を
過す

ぐ
し
て
よ
と
や伊い

勢せ

君き
み

が
た
め
春は
る

の
野の

に
出い

で
て
若わ
か

菜な

摘つ

む

わ
が
衣こ
ろ
も

手で

に
雪ゆ
き

は
降ふ

り
つ
つ

光く
わ
う

孝か
う

天
皇

わ
び
ぬ
れ
ば
今い
ま

は
た
同お
な

じ
難な
に

波は

な
る

み
を
つ
く
し
て
も
逢あ

は
む
と
ぞ
思お
も

ふ
元も

と

良よ
し

親し
ん

王わ
う

立た

ち
別わ
か

れ
い
な
ば
の
山や
ま

の
峰み
ね

に
生お

ふ
る

ま
つ
と
し
聞き

か
ば
今い
ま

帰か
へ

り
来こ

む中
納
言
行ゆ

き

平ひ
ら

陸み
ち

奥の
く

の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰た

れ

ゆ
ゑ
に

乱み
だ

れ
そ
め
に
し
我わ
れ

な
ら
な
く
に河か

は

原ら
の

左
大
臣

筑つ
く

波ば

嶺ね

の
峰み
ね

よ
り
落お

つ
る
み
な
の
川が
は

恋こ
ひ

ぞ
積つ

も
り
て
淵ふ
ち

と
な
り
ぬ
る

陽や
う

成ぜ
い

院

住す
み

の
江え

の
岸き

し

に
寄よ

る
波な

み

よ
る
さ
へ
や

夢ゆ
め

の
通か

よ
ひ

路ぢ

人ひ
と

目め

よ
く
ら
む藤ふ

ぢ

原は
ら
の

敏と
し

行ゆ
き

朝
臣

天あ
ま

つ
風か

ぜ

雲く
も

の
通か

よ

ひ
路ぢ

吹ふ

き
と
ぢ
よ

を
と
め
の
姿す
が
たし

ば
し
と
ど
め
む僧そ

う

正じ
や
う

遍へ
ん

昭ぜ
う

ち
は
や
ぶ
る
神か

み

代よ

も
聞き

か
ず
竜た

つ

田た

川が
は

か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水み

づ

く
く
る
と
は

在あ
り

原は
ら
の

業な
り

平ひ
ら

朝あ

臣そ
ん

わ
た
の
原は

ら

八や

十そ

島し
ま

か
け
て
漕こ

ぎ
出い

で
ぬ
と

人ひ
と

に
は
告つ

げ
よ
海あ

人ま

の
釣つ

り
ぶ
ね舟

参
議

篁
た
か
む
ら

名な

に
し
負お

は
ば
逢あ
ふ

坂さ
か

山や
ま

の
さ
ね
か
づ
ら

人ひ
と

に
知し

ら
れ
で
く
る
よ
し
も
が
な

三さ
ん

条で
う
の

右
大
臣

小を

倉ぐ
ら

山や
ま

峰み
ね

の
も
み
ぢ
葉ば

心こ
こ
ろあ
ら
ば

今い
ま

ひ
と
た
び
の
み
ゆ
き
待ま

た
な
む

貞て
い

信し
ん

公

こ
の
た
び
は
幣ぬ

さ

も
と
り
あ
へ
ず
手た

向む
け

山や
ま

紅も
み
ぢ葉
の
錦に
し
き

神か
み

の
ま
に
ま
に

菅く
わ
ん

家け

月つ
き

見み

れ
ば
千ち

ぢ々

に
物も
の

こ
そ
か
な
し
け
れ

わ
が
身み

ひ
と
つ
の
秋あ
き

に
は
あ
ら
ね
ど

大お
ほ

江え
の

千ち

里さ
と

吹ふ

く
か
ら
に
秋あ

き

の
草く

さ

木き

の
し
を
る
れ
ば

む
べ
山や
ま

風か
ぜ

を
あ
ら
し
と
い
ふ
ら
む文ふ

ん

屋や
の

康や
す

秀ひ
で

今い
ま

来こ

む
と
言い

ひ
し
ば
か
り
に
長な

が

月つ
き

の

有あ
り

明あ
け

の
月つ
き

を
待ま

ち
出い

で
つ
る
か
な素そ

性せ
い

法
師

19

15

20

16 14 13

18

12

17

11

2526 24 23 22 21

人ひ
と

は
い
さ
心こ
こ
ろも
知し

ら
ず
ふ
る
さ
と
は

花は
な

ぞ
昔む

か
しの

香か

に
に
ほ
ひ
け
る

紀
貫つ

ら

之ゆ
き

風か
ぜ

を
い
た
み
岩い

は

う
つ
波な

み

の
お
の
れ
の
み

砕く
だ

け
て
物も

の

を
思お

も

ふ
こ
ろ
か
な

源
重し

げ

之ゆ
き

心こ
こ
ろあ
て
に
折を

ら
ば
や
折を

ら
む
初は
つ

霜し
も

の

置お

き
ま
ど
は
せ
る
白し

ら

菊ぎ
く

の
花は

な凡お
ほ
し

河か
ふ

内ち
の

躬み

恒つ
ね

逢あ

ふ
こ
と
の
絶た

え
て
し
な
く
は
な
か
な
か
に

人ひ
と

を
も
身み

を
も
恨う

ら

み
ざ
ら
ま
し中

納
言
朝あ

さ

忠た
だ

夏な
つ

の
夜よ

は
ま
だ
宵よ
ひ

な
が
ら
明あ

け
ぬ
る
を

雲く
も

の
い
づ
こ
に
月つ
き

宿や
ど

る
ら
む清き

よ

原は
ら
の

深ふ
か

養や

父ぶ

み
か
き
も
り
衛ゑ

士じ

の
た
く
火ひ

の
夜よ
る
は
燃も

え

昼ひ
る

は
消き

え
つ
つ
物も
の

を
こ
そ
思お
も

へ

大お
ほ

中な
か

臣と
み
の

能よ
し

宣の
ぶ

朝
臣

有あ
り

明あ
け

の
つ
れ
な
く
見み

え
し
別わ
か

れ
よ
り

暁あ
か
つ
きば
か
り
憂う

き
も
の
は
な
し

壬み

生ぶ
の

忠た
だ

岑み
ね

あ
は
れ
と
も
言い

ふ
べ
き
人ひ
と

は
思お
も

ほ
え
で

身み

の
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
べ
き
か
な謙け

ん

徳と
く

公

誰た
れ

を
か
も
知し

る
人ひ

と

に
せ
む
高た

か

砂さ
ご

の

松ま
つ

も
昔む
か
しの
友と
も

な
ら
な
く
に

藤
原
興お

き

風か
ぜ

逢あ

ひ
見み

て
の
後の
ち

の
心こ
こ
ろに
く
ら
ぶ
れ
ば

昔む
か
しは
物も
の

を
思お
も

は
ざ
り
け
り

権ご
ん

中
納
言
敦あ

つ

忠た
だ

ひ
さ
か
た
の
光ひ
か
りの
ど
け
き
春は
る

の
日ひ

に

し
づ
心ご
こ
ろな
く
花は
な

の
散ち

る
ら
む

紀き
の

友と
も

則の
り

契ち
ぎ

り
き
な
か
た
み
に
袖そ
で

を
し
ぼ
り
つ
つ

末す
ゑ

の
松ま
つ

山や
ま

波な
み

越こ

さ
じ
と
は

清
原
元も

と

輔す
け

山や
ま

川が
は

に
風か
ぜ

の
か
け
た
る
し
が
ら
み
は

流な
が

れ
も
あ
へ
ぬ
紅も

み
ぢ葉

な
り
け
り春は

る

道み
ち
の

列つ
ら

樹き

八や

重へ

葎む
ぐ
ら

茂し
げ

れ
る
宿や
ど

の
さ
び
し
き
に

人ひ
と

こ
そ
見み

え
ね
秋あ
き

は
来き

に
け
り恵ゑ

慶ぎ
や
う

法
師

山や
ま

里ざ
と

は
冬ふ
ゆ

ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る

人ひ
と

目め

も
草く

さ

も
か
れ
ぬ
と
思お

も

へ
ば

源み
な
も
と
の

宗む
ね

于ゆ
き

朝
臣

恋こ
ひ
す
て
ふ
わ
が
名な

は
ま
だ
き
立た

ち
に
け
り

人ひ
と

知し

れ
ず
こ
そ
思お
も

ひ
そ
め
し
か

壬
生
忠た

だ

見み

朝あ
さ

ぼ
ら
け
有あ
り

明あ
け

の
月つ
き

と
見み

る
ま
で
に

吉よ
し

野の

の
里さ
と

に
降ふ

れ
る
白し
ら

雪ゆ
き

坂さ
か
の

上う
へ
の

是こ
れ

則の
り

由ゆ

良ら

の
門と

を
渡わ
た

る
舟ふ
な

人び
と

か
ぢ
を
絶た

え

行ゆ
く
へ方
も
知し

ら
ぬ
恋こ
ひ

の
道み
ち

か
な

曾そ

禰ね
の

好よ
し

忠た
だ

み
か
の
原は

ら

わ
き
て
流な

が

る
る
い
づ
み
川が

は

い
つ
見み

き
と
て
か
恋こ

ひ

し
か
る
ら
む

中
納
言
兼か

ね

輔す
け

忍し
の

ぶ
れ
ど
色い
ろ

に
出い

で
に
け
り
わ
が
恋こ
ひ

は

物も
の

や
思お
も

ふ
と
人ひ
と

の
問と

ふ
ま
で

平た
ひ
ら
の

兼か
ね

盛も
り

忘わ
す

れ
じ
の
行ゆ

く
末す

ゑ

ま
で
は
か
た
け
れ
ば

今け

ふ日
を
限か

ぎ

り
の
命い

の
ちと

も
が
な

儀ぎ

同ど
う

三さ
ん

司し
の

母

浅あ
さ

茅ぢ

生ふ

の
小を

野の

の
篠し
の

原は
ら

し
の
ぶ
れ
ど

あ
ま
り
て
な
ど
か
人ひ
と

の
恋こ
ひ

し
き

参
議
等

ひ
と
し

滝た
き

の
音お
と

は
絶た

え
て
久ひ
さ

し
く
な
り
ぬ
れ
ど

名な

こ
そ
流な
が

れ
て
な
ほ
聞き

こ
え
け
れ

大
納
言
公き

ん

任た
ふ

嘆な
げ
き
つ
つ
ひ
と
り
寝ぬ

る
夜よ

の
あ
く
る
ま
は

い
か
に
久ひ
さ

し
き
も
の
と
か
は
知し

る

右
大
将
道み

ち

綱つ
な
の

母は
は

明あ

け
ぬ
れ
ば
暮く

る
る
も
の
と
は
知し

り
な
が
ら

な
ほ
恨う
ら

め
し
き
朝あ
さ

ぼ
ら
け
か
な

藤
原
道み

ち

信の
ぶ

朝
臣

忘わ
す

ら
る
る
身み

を
ば
思お
も

は
ず
誓ち
か

ひ
て
し

人ひ
と

の
命い

の
ちの

惜を

し
く
も
あ
る
か
な

右う

近こ
ん

か
く
と
だ
に
え
や
は
い
ぶ
き
の
さ
し
も
草ぐ
さ

さ
し
も
知し

ら
じ
な
燃も

ゆ
る
思お
も

ひ
を

藤
原
実さ

ね

方か
た

朝
臣

白し
ら

露つ
ゆ

に
風か
ぜ

の
吹ふ

き
し
く
秋あ
き

の
野の

は

貫つ
ら
ぬき
と
め
ぬ
玉た
ま

ぞ
散ち

り
け
る

文
屋
朝あ

さ

康や
す

君き
み

が
た
め
惜を

し
か
ら
ざ
り
し
命い
の
ちさ
へ

長な
が

く
も
が
な
と
思お
も

ひ
け
る
か
な

藤
原
義よ

し

孝た
か

3548

2944

3649

3045

34

43

33

42

3247

2841

3146

2740

54 3955 53 52 3851 3750

小倉山図屛
びびょう
風
びぶ
（下
びしも
村
びむら
観
びかん
山
びざん

　筆）

⑫

朝あ
さ

ぼ
ら
け
宇う

治ぢ

の
川か
は

霧ぎ
り

た
え
だ
え
に

あ
ら
は
れ
わ
た
る
瀬せ

ぜ々

の
網あ

代じ
ろ

木ぎ

権
中
納
言
定さ

だ

頼よ
り

大お
ほ

江え

山や
ま

い
く
野の

の
道み
ち

の
遠と
ほ

け
れ
ば

ま
だ
ふ
み
も
見み

ず
天あ
ま

の
橋は
し

立だ
て

小こ

式し
き

部ぶ
の

内な
い

侍し

恨う
ら

み
わ
び
干ほ

さ
ぬ
袖そ

で

だ
に
あ
る
も
の
を

恋こ
ひ

に
朽く

ち
な
む
名な

こ
そ
惜を

し
け
れ

相さ
が
み模

い
に
し
へ
の
奈な

良ら

の
都み

や
この

八や

重へ

桜
ざ
く
ら

け
ふ
九こ
こ
の
へ重
に
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な

伊い

勢せ
の

大た
い

輔ふ

や
す
ら
は
で
寝ね

な
ま
し
も
の
を
小さ

夜よ

更ふ

け
て

か
た
ぶ
く
ま
で
の
月つ

き

を
見み

し
か
な赤あ

か

染ぞ
め

衛ゑ

門も
ん

有あ
り

馬ま

山や
ま

猪ゐ

名な

の
笹さ
さ

原は
ら

風か
ぜ

吹ふ

け
ば

い
で
そ
よ
人ひ
と

を
忘わ
す

れ
や
は
す
る

大だ
い

弐に
の

三さ
ん

位み

今い
ま

は
た
だ
思お

も

ひ
絶た

え
な
む
と
ば
か
り
を

人ひ
と

づ
て
な
ら
で
言い

ふ
よ
し
も
が
な

左さ

京
き
や
う
の

大だ
い

夫ぶ

道み
ち

雅ま
さ

め
ぐ
り
逢あ

ひ
て
見み

し
や
そ
れ
と
も
分わ

か
ぬ
間ま

に

雲く
も

隠が
く

れ
に
し
夜よ

半は

の
月つ

き

か
な

紫む
ら
さ
き

式
部

夜よ

を
こ
め
て
鳥と
り
の
そ
ら
音ね

は
は
か
る
と
も

よ
に
逢あ
ふ

坂さ
か

の
関せ
き

は
許ゆ
る

さ
じ

清せ
い

少せ
う

納な

言ご
ん

あ
ら
ざ
ら
む
こ
の
世よ

の
ほ
か
の
思お
も
ひ
出で

に

い
ま
ひ
と
た
び
の
逢あ

ふ
こ
と
も
が
な

和い
づ
み泉

式し
き

部ぶ

さ
び
し
さ
に
宿や
ど
を
立た

ち
出い

で
て
な
が
む
れ
ば

い
づ
く
も
同お
な

じ
秋あ
き

の
夕ゆ
ふ

暮ぐ
れ

良り
や
う

暹ぜ
ん

法
師

夕ゆ
ふ

さ
れ
ば
門か

ど

田た

の
稲い

な

葉ば

お
と
づ
れ
て

葦あ
し

の
ま
ろ
屋や

に
秋あ
き

風か
ぜ

ぞ
吹ふ

く
大
納
言
経つ

ね

信の
ぶ

嵐あ
ら
し吹ふ

く
三み

室む
ろ

の
山や

ま

の
も
み
ぢ
葉ば

は

竜た
つ

田た

の
川か

は

の
錦に

し
きな

り
け
り

能の
う

因い
ん

法
師

心こ
こ
ろに
も
あ
ら
で
う
き
世よ

に
な
が
ら
へ
ば

恋こ
ひ

し
か
る
べ
き
夜よ

半は

の
月つ
き

か
な

三さ
ん

条で
う

院

春は
る

の
夜よ

の
夢ゆ

め

ば
か
り
な
る
手た

枕ま
く
らに

か
ひ
な
く
立た

た
む
名な

こ
そ
惜を

し
け
れ

周す

防は
う
の

内
侍

も
ろ
と
も
に
あ
は
れ
と
思お
も

へ
山や
ま

桜
ざ
く
ら

花は
な

よ
り
ほ
か
に
知し

る
人ひ
と

も
な
し

前さ
き
の

大
僧
正
行ぎ

や
う

尊そ
ん

64

60

65

61 59 58

63

57

62

56

7071 69 68 67 66

秋あ
き

風か
ぜ

に
た
な
び
く
雲く

も

の
絶た

え
間ま

よ
り

も
れ
出い

づ
る
月つ
き

の
影か
げ

の
さ
や
け
さ

左
京
大
夫
顕あ

き

輔す
け

世よ

の
中な

か

は
常つ

ね

に
も
が
も
な
渚な

ぎ
さこ

ぐ

海あ

人ま

の
小を

舟ぶ
ね

の
綱つ

な

手で

か
な
し
も鎌

倉の右
大
臣

高た
か

砂さ
ご

の
尾を

の
上へ

の
桜さ

く
ら

咲さ

き
に
け
り

外と

山や
ま

の
霞か

す
み

立た

た
ず
も
あ
ら
な
む

前
中
納
言
匡ま

さ

房ふ
さ

玉た
ま

の
緒を

よ
絶た

え
な
ば
絶た

え
ね
な
が
ら
へ
ば

忍し
の

ぶ
る
こ
と
の
よ
わ
り
も
ぞ
す
る

式し
き

子し

内
親
王

長な
が

か
ら
む
心こ
こ
ろも
知し

ら
ず
黒く
ろ

髪か
み

の

乱み
だ

れ
て
今け

朝さ

は
物も

の

を
こ
そ
思お

も

へ
待た

い

賢け
ん

門も
ん

院ゐ
ん
の

堀ほ
り

河か
は

み
吉よ
し

野の

の
山や
ま

の
秋あ
き

風か
ぜ

さ
夜よ

更ふ

け
て

ふ
る
さ
と
寒さ
む

く
衣こ
ろ
も

打う

つ
な
り

参
議
雅ま

さ

経つ
ね

憂う

か
り
け
る
人ひ
と

を
初は
つ

瀬せ

の
山や
ま

お
ろ
し
よ

は
げ
し
か
れ
と
は
祈い
の

ら
ぬ
も
の
を

源
俊と

し

頼よ
り

朝
臣

見み

せ
ば
や
な
雄を

島じ
ま

の
海あ

人ま

の
袖そ
で

だ
に
も

濡ぬ

れ
に
ぞ
濡ぬ

れ
し
色い
ろ

は
変か

は
ら
ず

殷い
ん

富ぷ

門も
ん

院ゐ
ん
の

大
輔

淡あ
は

路ぢ

島し
ま

か
よ
ふ
千ち

鳥ど
り

の
鳴な

く
声こ
ゑ

に

幾い
く

夜よ

寝ね

ざ
め
ぬ
須す

磨ま

の
関せ
き

守も
り

源
兼か

ね

昌ま
さ

難な
に

波は

江え

の
葦あ
し

の
か
り
ね
の
ひ
と
よ
ゆ
ゑ

み
を
つ
く
し
て
や
恋こ

ひ
わ
た
る
べ
き

皇く
わ
う

嘉か

門も
ん

院ゐ
ん
の

別べ
つ

当た
う

瀬せ

を
は
や
み
岩い
は

に
せ
か
る
る
滝た
き

川が
は

の

わ
れ
て
も
末す
ゑ

に
逢あ

は
む
と
ぞ
思お

も

ふ
崇す

徳と
く

院

村む
ら

雨さ
め

の
露つ
ゆ

も
ま
だ
ひ
ぬ
真ま

木き

の
葉は

に

霧き
り

立た

ち
の
ぼ
る
秋あ

き

の
夕ゆ

ふ

暮ぐ
れ

寂じ
や
く

蓮れ
ん

法
師

わ
た
の
原は

ら
漕こ

ぎ
出い

で
て
見み

れ
ば
ひ
さ
か
た
の

雲く
も

居ゐ

に
ま
が
ふ
沖お
き

つ
白し
ら

波な
み

法ほ
つ

性し
や
う

寺じ

入に
ふ

道だ
う

前さ
き
の

関く
わ
ん

白ぱ
く

太だ
い

政じ
や
う

大だ
い

臣じ
ん

わ
が
袖そ

で

は
潮し

ほ

干ひ

に
見み

え
ぬ
沖お

き

の
石い

し

の

人ひ
と

こ
そ
知し

ら
ね
乾か

わ

く
間ま

も
な
し二に

条で
う

院ゐ
ん
の

讃さ
ぬ
き岐

嘆な
げ

け
と
て
月つ

き

や
は
物も

の

を
思お

も

は
す
る

か
こ
ち
顔が
ほ

な
る
わ
が
涙な

み
だか

な
西さ

い

行ぎ
や
う

法
師

契ち
ぎ

り
お
き
し
さ
せ
も
が
露つ
ゆ

を
命い
の
ちに
て

あ
は
れ
今こ
と
し年
の
秋あ
き

も
い
ぬ
め
り

藤
原
基も

と

俊と
し

き
り
ぎ
り
す
鳴な

く
や
霜し
も

夜よ

の
さ
む
し
ろ
に

衣こ
ろ
も

片か
た

敷し

き
ひ
と
り
か
も
寝ね

む

後ご

京き
や
う

極ご
く

摂せ
つ

政し
や
う

前
太
政
大
臣

音お
と

に
聞き

く
た
か
し
の
浜は
ま

の
あ
だ
波な
み

は

か
け
じ
や
袖そ
で

の
濡ぬ

れ
も
こ
そ
す
れ

祐い
う

子し

内な
い

親し
ん

王わ
う

家け
の

紀き

伊い

夜よ

も
す
が
ら
物も
の

思お
も
ふ
こ
ろ
は
明あ

け
や
ら
で

閨ね
や

の
ひ
ま
さ
へ
つ
れ
な
か
り
け
り俊し

ゆ
ん

恵ゑ

法
師

世よ

の
中な

か

よ
道み

ち

こ
そ
な
け
れ
思お

も

ひ
入い

る

山や
ま

の
奥お

く

に
も
鹿し

か

ぞ
鳴な

く
な
る

皇く
わ
う

太た
い

后ご
う

宮ぐ
う
の

大
夫
俊と

し

成な
り

人ひ
と

も
を
し
人ひ

と

も
恨う

ら

め
し
あ
ぢ
き
な
く

世よ

を
思お

も

ふ
ゆ
ゑ
に
物も

の

思お
も

ふ
身み

は
後ご

鳥と

羽ば

院

な
が
ら
へ
ば
ま
た
こ
の
ご
ろ
や
し
の
ば
れ
む

憂う

し
と
見み

し
世よ

ぞ
今い
ま

は
恋こ
ひ

し
き

藤
原
清き

よ

輔す
け

朝
臣

も
も
し
き
や
古ふ
る

き
軒の
き

端ば

の
し
の
ぶ
に
も

な
ほ
あ
ま
り
あ
る
昔む
か
しな
り
け
り

順じ
ゆ
ん

徳と
く

院

風か
ぜ

そ
よ
ぐ
な
ら
の
小を

川が
は

の
夕ゆ
ふ

暮ぐ
れ

は

み
そ
ぎ
ぞ
夏な
つ

の
し
る
し
な
り
け
る

従じ
ゆ

二
位
家い

へ

隆た
か

来こ

ぬ
人ひ
と

を
ま
つ
ほ
の
浦う
ら

の
夕ゆ
ふ

な
ぎ
に

焼や

く
や
藻も

塩し
ほ

の
身み

も
こ
が
れ
つ
つ

権
中
納
言
定さ

だ

家い
へ

思お
も

ひ
わ
び
さ
て
も
命い

の
ちは

あ
る
も
の
を

憂う

き
に
た
へ
ぬ
は
涙な
み
だな
り
け
り

道だ
う

因い
ん

法
師

花は
な

さ
そ
ふ
嵐あ

ら
しの

庭に
は

の
雪ゆ

き

な
ら
で

ふ
り
ゆ
く
も
の
は
わ
が
身み

な
り
け
り

入
道
前
太
政
大
臣

ほ
と
と
ぎ
す
鳴な

き
つ
る
方か
た
を
な
が
む
れ
ば

た
だ
有あ
り

明あ
け

の
月つ
き

ぞ
残の
こ

れ
る後ご

徳と
く

大だ
い

寺じ
の

左
大
臣

お
ほ
け
な
く
う
き
世よ

の
民た
み
に
お
ほ
ふ
か
な

わ
が
立た

つ
杣そ
ま

に
墨す
み

染ぞ
め

の
袖そ
で

前
大
僧
正
慈じ

円ゑ
ん

7993

7389

8094

7490

78

88

77

87

7692

86

7591

7285

8399 84100 98 97 8296 8195

百
人
一
首

典古 の

窓　「
百
人
一
首
」
は
、
藤ふ

じ
わ
ら
の
さ
だ
い
え

原
定
家
が
百
人
の
歌
人
の
歌
を

一
首
ず
つ
選
ん
で
ま
と
め
た
秀し

ゅ
う
か
せ
ん

歌
撰
で
あ
る
。『
万
葉
集
』

か
ら
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
ま
で
の
五
百
数
十
年

の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
和
歌
の
伝
統
が

ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
変
化
し
て
き
た
の
か
を
知
る

こ
と
も
で
き
る
。

　
百
首
の
大
部
分
が
四
季
と
恋
の
歌
か
ら
成
っ
て
い
る
。

二
一
人
も
の
女
流
歌
人
の
歌
が
選
ば
れ
て
お
り
、
そ
の

多
く
が
恋
の
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
百
首
の
歌
は
身
分
や

題
材
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ほ
ぼ
歌
人
が

活
躍
し
た
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。

　「
百
人
一
首
」
は
、
江
戸
時
代
に
歌
が
る
た
が
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
一
層
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な

る
。
歌
が
る
た
は
正
月
の
遊
び
と
し
て
定
着
し
、
明
治

時
代
に
は
競
技
と
し
て
の
か
る
た
会
も
開
か
れ
て
、
現

在
ま
で
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

競
技
か
る
た（
個
人
戦
）

　一
対
一
で
行
わ
れ
る
正
式
な

競
技
。
百
枚
の
取
り
札
を
裏
返

し
て
か
き
混
ぜ
、
各
自
二
五
枚

ず
つ
取
り
出
す
。
読
み
手
は
百

枚
す
べ
て
を
読
み
上
げ
る
の
で
、

取
り
札
に
な
い
歌
（
空か
ら

札ふ
だ

）
も

読
み
上
げ
る
。
そ
の
た
め
お
手

つ
き
の
可
能
性
が
あ
り
、
競
技

と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
が
増
す
。

源
平
合
戦

　参
加
者
を
二
組
（
源
氏
方
・

平
氏
方
）
に
分
け
、
双
方
の
持

ち
札
を
五
〇
枚
ず
つ
と
し
て
、

自
陣
の
札
が
先
に
な
く
な
っ
た

方
が
勝
ち
と
な
る
。

散
ら
し
取
り（
ば
ら
取
り
）

　百
枚
の
取
り
札
を
す
べ
て
散

ら
し
、数
人
が
そ
の
周
囲
に
座
っ

て
読
ま
れ
た
札
を
取
り
合
う
。

5101520

⑬

古文編巻頭図録や漢文編
「基本句形のまとめ」など、
役立つ資料も充実。

新
編 

古
典 

﹇
古
Ｂ
３
１
３
﹈

精
選 

古
典

﹇
古
Ｂ
３
１
２
﹈

その単元で扱う作品の
概略や魅力を、年表や
図解をまじえて描き出
した「古典への招待」を
設けました。

「百人一首」を美しい
カラー折込で全首掲
載。学習意欲を高める
ためのさまざまな工
夫を盛り込みました。

玉た忍し見濡

8990の

窓

袿
うちき

（五
いつつ

衣
ぎぬ

）

小こ

袿う
ち
き

貴
族
の
女
性
の
略
装
。

小
こ

袿
うちき

張
は

り袴
ばかま

⑤

装
束

古
典
の
暮
ら
し

檜
ひ

扇
おうぎ

単
ひとえ

唐
から

衣
ぎぬ

表
うわ

着
ぎ

袿
うちき

（五
いつつ

衣
ぎぬ

）

裳
も

唐か
ら

衣ぎ
ぬ・

裳も

（
十じ

ゅ
う二に

単ひ
と
え）

貴
族
の
女
性
の
正
装
。

張
は

り袴
ばかま

直の
う
し衣

貴
族
の
男
性
の
平
常
着
。

冠

直
のうし

衣

指
さし

貫
ぬき

貴
族
の
女
性
の
正
装
。

⑨

よ ・ よ る

ひ  る

あ　さ
あした

ゆふべ

よひ

よなか・よは
（よふく）

子ね
丑う

し

寅と
ら

卯う

辰た
つ

巳み
午う

ま
未ひ

つ
じ

申さ
る

酉と
り

戌い
ぬ

亥い

12
九
ツ 九

ツ
半 八

ツ
半

八
ツ
半

八
ツ

八
ツ

七
ツ

七
ツ

六
ツ

六
ツ

六
ツ
半

六
ツ
半

五
ツ

五
ツ

五
ツ
半

五
ツ
半

四
ツ

四
ツ

四
ツ
半

四
ツ
半

午

　後

午

　前

夜
昼

九
ツ

九
ツ
半

七
ツ
半

七
ツ
半

1
2

3

4

5

6

7

8

9

10
11121

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11 よ

か

た
そ
か
れ

は
た
れ
ど
き

つ
と

め
て

ぶ
か

し あかつき
あかとき

あさぼらけ
あけぼの
しののめゆふ

くれ
ゆふぐれ

一
年

一
日

一
ヶ
月

古
典
の
時
間

四
季

月

異
名

季
名

主
な
年
中
行
事

春

一
　
月
睦む

　
月つ

き

孟も
う

春
初
春

二
　
月
如き

さ
ら
ぎ月

仲
春

三
　
月
弥や

よ

い生
季
春

晩
春

夏

四
　
月
卯う

　
月づ
き

孟
夏

初
夏

五
　
月
皐さ

　
月つ
き

仲
夏

六
　
月
水み

無な

月づ
き

季
夏

晩
夏

四し

方ほ
う

拝は
い

（
一
月
一
日
）
天
皇
が
早
朝
、
清
涼
殿
の
東
庭
で

天
地
四
方
の
神
々
と
祖
先
の
御
陵
を
遥よ
う

拝は
い

す
る
。

朝ち
ょ
う賀が

（
一
月
一
日
）
大
極
殿
で
の
百
官
に
よ
る
天
皇
へ

の
年
賀
の
拝
礼
。

七
草
（
一
月
初
め
の
子ね

の
日
）
天

皇
が
七
種
の
若
菜
を
食
し
、
無
病

を
祈
る
。
民
間
で
は
、
七
日
に
春

の
七
草
粥が
ゆ

を
食
し
た
。

曲ご
く
す
い（
き
ょ
く
す
い
）

水
の
宴
（
三
月
三
日
）
宮
中
や

貴
族
の
邸
宅
で
、
水
流
に
酒
杯
を

流
し
詩
を
作
っ
て
遊
ぶ
。

上じ
ょ

巳う
し

の
祓は
ら

え
・
雛ひ
な

祭ま
つ
り（
三
月
初
め
の
巳み

の
日
・
後
に
三
日
）

形か
た

代し
ろ

の
人ひ
と

形が
た

を
水
に
流
し
て
、
無
病
息
災
を
祈
る
。
江
戸

時
代
以
降
、
女
子
の
成
長
を
祈
っ
て
雛
人
形
を
飾
っ
た
。

更こ
ろ
も

衣が
え

（
四
月
一
日
）
衣
装
・
調
度
を
夏
向
き
の
も
の
に

変
え
る
。

灌か
ん

仏ぶ
つ

会え

（
四
月
八
日
）
釈し
ゃ

迦か

誕
生
の
祭
。

賀か

茂も

の
祭
（
四
月
中
の
酉と
り

の
日
）
京
都
の
賀
茂
神
社
の
祭
。

葵あ
お
いを

飾
る
の
で
「
葵
祭
」
と
も
。
単
に
「
祭
」
と
い
う
。

端た
ん

午ご

の
節せ
ち

会え

（
五
月
五
日
）
菖し
ょ
う

蒲ぶ

や

蓬よ
も
ぎを

軒
に
さ
し
、
邪
気
を
は
ら
う
。

後
に
民
間
で
は
武
具
・
武
者
人
形
を

飾
り
幟の
ぼ
りを
立
て
、
ち
ま
き
・
柏か
し
わ

餅も
ち

を

食
し
て
男
子
の
成
長
を
祝
っ
た
。



いくさと人間

日
記
へ
の
招
待

　平
安
時
代
末
期
か
ら
、
武
士
の
世
の
中
に
な
る

と
、
武
士
集
団
の
戦
い
を
描
い
た
作
品
が
生
ま
れ

る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
軍
記
物
語
と
い
い
、
そ

の
代
表
作
が
、平
家
の
繁
栄
と
滅
亡
を
描
い
た『
平

家
物
語
』
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
激
し
い
戦
い
の

様
子
、
そ
の
中
に
あ
っ
て
も
変
わ
ら
な
い
男
女
の

愛
や
主
従
の
思
い
と
い
う
人
間
の
真
情
が
、
力
強

く
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

軍
記
物
語
へ
の
招
待

源義経の一代記

義
ぎ

経
けい

記
き

作者●未詳
成立●室町時代中期
　 源

みなもとの

義
よし

経
つね

が牛若丸と呼ばれ
て鞍

くら

馬
ま

（京都市郊外）で修行
する少年時代から、平家一門
を滅ぼした後、兄頼

より

朝
とも

との不
和から奥州藤原氏のもとに逃
れ、やがてそこで自害するま
での生涯を描いたもの。

1183年5月

俱
く

利
り

伽
か

羅
ら

谷
だに

の戦い
木曾義仲、平家軍に大勝。

1180年10月

富
ふ

士
じ

川
がわ

の戦い
平家軍、戦わずして
逃げ帰る。

平泉

鎌倉

木曽

軍記物語への招待

一
〇
〇
〇
▼

一
五
〇
〇
▼

二
〇
〇
〇
▼ 

奈良平安鎌倉室町江戸

軍記物語の最高傑作

平
へい

家
け

物語 作者●未詳
成立●鎌倉時代初期

　平家一門の栄華と没落・滅亡を描いた軍記物語。琵
び

琶
わ

法師
によって語り伝えられたり、書き加えられたりして、多数の
異本が生じた。文章は和漢混交文体で、リズム感があり、語
り物としての特色がよく表れている。能・浄

じょう

瑠
る

璃
り

・歌
か

舞
ぶ

伎
き

などの芸能、近世から現代までの文芸に多大な影響をおよぼ
した。

将し
ょ
う

門も
ん

記き

太
平
記

平
家
物
語

義
経
記

1184年1月

宇
う

治
じ

川
がわ

の戦い
源義経、源義仲の
軍を破る。

1184年2月

一
いち

ノ
の

谷
たに

の戦い

源義経、鵯
ひよどり

越
ごえ

を下って
急襲、平家軍を破る。

1185年3月

壇
だん

の浦
うら

の戦い
源平最後の戦い。
平家滅亡。

1185年2月

屋
や

島
しま

の戦い
源義経、屋島で
平家軍を破る。

京

源義経の進路
源義

よし

仲
なか

の進路

各
単
元
の
最
初
に
、
そ
の
単
元
で
扱
う
作
品
の
概
略
や
魅
力
を
、
年
表
や
図

解
を
ま
じ
え
て
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
描
き
出
し
た
特
集
ペ
ー
ジ
「
古
典
へ
の
招

待
」
を
設
け
ま
し
た
。

教
材
は
基
本
的
か
つ
生
徒
の
感
性
に
訴
え
る
も
の
を
厳
選
。
大
岡
信
「
百
人

一
首
の
恋
の
歌
」
の
後
に
折
込
で
全
首
掲
載
し
た
「
百
人
一
首
」、
蕪
村
の

絵
と
読
む
「
奥
の
細
道
」、
安
野
光
雅
の
挿
画
が
印
象
的
な
「
三
国
志
」
な

ど
、
教
材
化
や
見
せ
方
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
を
盛
り
込
み
ま
し
た
。

巻
頭
に
は
古
典
の
学
習
に
有
益
な
図
録
を
11
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
掲
載
。
模
型

や
写
真
を
効
果
的
に
使
い
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
世
代
の
高
校
生
が
古
典
の
世
界
を

豊
か
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
工
夫
し
ま
し
た
。

特
色生

徒
を
引
き
込
む
教
材
、斬
新
な
教
材
化

2
新
し
い
発
想
で
ま
と
め
た
、役
立
つ
巻
頭
図
録

3
古
典
の
世
界
が
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
立
ち
上
が
る
、

「
古
典
へ
の
招
待
」

1 二
・
三
年
次
の
古
典
学
習
に
必
要
な
教
材
を
精
選
し
て
一
冊
に
ま
と
め
た
、

二
部
構
成
の
教
科
書
。
古
文
編
で
は
『
源
氏
物
語
』『
枕
草
子
』『
大
鏡
』
を

中
心
に
、
漢
文
編
で
は
「
小
説
」
単
元
を
は
じ
め
と
し
た
読
み
応
え
の
あ
る

ま
と
ま
っ
た
文
章
教
材
を
充
実
さ
せ
、
大
学
入
試
に
も
配
慮
し
ま
し
た
。

ほ
ぼ
す
べ
て
の
教
材
に
、
古
文
編
で
は
文
法
の
設
問
、
漢
文
編
で
は
「
訓
読

で
注
意
す
る
文
字
」
と
「
句
法
」
を
ま
と
め
、
教
材
に
即
し
て
重
要
な
ポ
イ

ン
ト
を
整
理
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
漢
文
編
に
は
頻
出
の
八
つ

の
句
形
を
解
説
し
た
コ
ラ
ム
「
基
本
句
形
の
ま
と
め
」
を
掲
載
し
、
要
点
を

随
時
参
照
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。

巻
頭
に
は
古
典
の
学
習
に
有
益
な
図
録
を
11
ペ
ー
ジ
に
わ
た
り
掲
載
。
模
型

や
写
真
を
効
果
的
に
使
い
、
ビ
ジ
ュ
ア
ル
世
代
の
高
校
生
が
古
典
の
世
界
を

豊
か
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
工
夫
し
ま
し
た
。

特
色教

材
に
即
し
て
文
法
・
句
法
の
要
点
を

確
認
で
き
る

2
新
し
い
発
想
で
ま
と
め
た
、

役
立
つ
巻
頭
図
録

3
重
要
な
作
品
を
精
選
、

効
率
的
に
古
典
を
学
べ
る

1

入試を見据えた2年間履修に古典の楽しさを伝える、新時代の教科書

①

11

5

6

7

13

12

17

20

15

⑦ 応
おう

天
てん

門
もん

⑤ 大
だいごくでん

極殿を模して造られた現在の平安神宮正殿

① 紫
し

宸
しん

殿
でん

⑬ 神
しんせんえん

泉苑

⑰ 東
とう

寺
じ

大だ
い

内だ
い

裏り

平
安
京

内だ
い

裏り
1

2

天
皇
の
居
所（
内
裏
）と

さ
ま
ざ
ま
な
官
庁
が

あ
る
区
域
。

天
皇
の
居
所
。

鴨
かも

川
がわ

九条大路

一条大路

二条大路

古
典
の
舞
台

3
4

左
京

朱す
ざ
く雀
大
路

②

11

5

6

7

10

9

1314

20

18

16

19

⑫ 冷
れいぜいいん

泉院

⑬ 神
しんせんえん

泉苑

⑭ 朱
す ざ く

雀院
いん

⑮ 東
ひがしのいち

市

⑯ 西
にしのいち

市

⑰ 東
とう

寺
じ

⑱ 西
さい

寺
じ

⑲ 仁
にん

和
な

寺
じ

⑳ 羅
ら

城
じょう

門
もん

⑤ 大
だいごくでん

極殿

⑥ 八
はっ

省
しょう

院
いん

（朝
ちょう

堂
どう

院
いん

）

⑦ 応
おう

天
てん

門
もん

⑧ 豊
ぶ

楽
らく

殿
でん

⑨ 豊
ぶ

楽
らく

院
いん

⑩ 宴
えん

の松
まつばら

原

⑪ 朱
すざくもん

雀門

① 紫
し

宸
しん

殿
でん

② 清
せいりょうでん

涼 殿

③ 桐
きり

壺
つぼ

④ 藤
ふじ

壺
つぼ

⑳ 羅
ら

城
じょう

門
もん

⑲ 仁
にん

和
な

寺
じ

⑧ 豊
ぶ

楽
らく

殿
でん

② 清
せいりょうでん

涼殿④ 藤
ふじ

壺
つぼ

2

桂
かつら

川
がわ

4

8

右
京 朱す

ざ
く雀
大
路

での生涯を描いたもの。逃げ帰る。軍を破る。源義仲の進路

百
人
一
首

奥お
く

山や
ま

に
紅も
み
ぢ葉
踏ふ

み
わ
け
鳴な

く
鹿し
か

の

声こ
ゑ

聞き

く
時と
き

ぞ
秋あ
き

は
か
な
し
き

猿さ
る

丸ま
る

大だ
い

夫ふ

田た

子ご

の
浦う
ら
に
う
ち
出い

で
て
み
れ
ば
白し
ろ

妙た
へ
の

富ふ

士じ

の
高た
か

嶺ね

に
雪ゆ
き

は
降ふ

り
つ
つ

山や
ま

部べ
の

赤あ
か

人ひ
と

あ
し
ひ
き
の
山や
ま

鳥ど
り

の
尾を

の
し
だ
り
尾を

の

な
が
な
が
し
夜よ

を
ひ
と
り
か
も
寝ね

む

柿か
き
の

本も
と
の

人ひ
と

麻ま

呂ろ

春は
る

過す

ぎ
て
夏な
つ

来き

に
け
ら
し
白し
ろ

妙た
へ

の

衣こ
ろ
もほ
す
て
ふ
天あ
ま

の
香か

具ぐ

山や
ま

持ぢ

統と
う

天
皇

秋あ
き

の
田た

の
か
り
ほ
の
庵い

ほ

の
苫と

ま

を
あ
ら
み

わ
が
衣こ

ろ
も

手で

は
露つ

ゆ

に
ぬ
れ
つ
つ

天て
ん

智ぢ

天
皇

こ
れ
や
こ
の
行ゆ

く
も
帰か

へ

る
も
別わ

か

れ
て
は

知し

る
も
知し

ら
ぬ
も
逢あ
ふ

坂さ
か

の
関せ
き

蟬せ
み

丸ま
る

花は
な

の
色い
ろ

は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に

わ
が
身み

世よ

に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に小を

野の
の

小こ

町ま
ち

わ
が
庵い
ほ

は
都み
や
この
た
つ
み
し
か
ぞ
住す

む

世よ

を
う
ぢ
山や
ま

と
人ひ
と

は
い
ふ
な
り

喜き

撰せ
ん

法
師

天あ
ま

の
原は
ら

ふ
り
さ
け
見み

れ
ば
春か
す
が日
な
る

三み

笠か
さ

の
山や

ま

に
出い

で
し
月つ

き

か
も

安あ

倍べ
の

仲な
か

麻ま

呂ろ

か
さ
さ
ぎ
の
渡わ
た

せ
る
橋は
し

に
置お

く
霜し
も

の

白し
ろ

き
を
見み

れ
ば
夜よ

ぞ
更ふ

け
に
け
る

中ち
ゆ
う

納な

言ご
ん

家や
か

持も
ち

5 4 3 2 1

10 9 8 7 6

難な
に

波は

潟が
た

短み
じ
かき
葦あ
し

の
ふ
し
の
間ま

も

逢あ

は
で
こ
の
世よ

を
過す

ぐ
し
て
よ
と
や伊い

勢せ

君き
み

が
た
め
春は
る

の
野の

に
出い

で
て
若わ
か

菜な

摘つ

む

わ
が
衣こ
ろ
も

手で

に
雪ゆ
き

は
降ふ

り
つ
つ

光く
わ
う

孝か
う

天
皇

わ
び
ぬ
れ
ば
今い
ま

は
た
同お
な

じ
難な
に

波は

な
る

み
を
つ
く
し
て
も
逢あ

は
む
と
ぞ
思お
も

ふ
元も

と

良よ
し

親し
ん

王わ
う

立た

ち
別わ
か

れ
い
な
ば
の
山や
ま

の
峰み
ね

に
生お

ふ
る

ま
つ
と
し
聞き

か
ば
今い
ま

帰か
へ

り
来こ

む中
納
言
行ゆ

き

平ひ
ら

陸み
ち

奥の
く

の
し
の
ぶ
も
ぢ
ず
り
誰た
れ

ゆ
ゑ
に

乱み
だ

れ
そ
め
に
し
我わ
れ

な
ら
な
く
に河か

は

原ら
の

左
大
臣

筑つ
く

波ば

嶺ね

の
峰み
ね

よ
り
落お

つ
る
み
な
の
川が
は

恋こ
ひ

ぞ
積つ

も
り
て
淵ふ
ち

と
な
り
ぬ
る

陽や
う

成ぜ
い

院

住す
み

の
江え

の
岸き
し

に
寄よ

る
波な
み

よ
る
さ
へ
や

夢ゆ
め

の
通か
よ
ひ

路ぢ

人ひ
と

目め

よ
く
ら
む藤ふ

ぢ

原は
ら
の

敏と
し

行ゆ
き

朝
臣

天あ
ま

つ
風か
ぜ

雲く
も

の
通か
よ

ひ
路ぢ

吹ふ

き
と
ぢ
よ

を
と
め
の
姿す
が
たし
ば
し
と
ど
め
む僧そ

う

正じ
や
う

遍へ
ん

昭ぜ
う

ち
は
や
ぶ
る
神か

み

代よ

も
聞き

か
ず
竜た

つ

田た

川が
は

か
ら
く
れ
な
ゐ
に
水み
づ

く
く
る
と
は

在あ
り

原は
ら
の

業な
り

平ひ
ら

朝あ

臣そ
ん

わ
た
の
原は

ら

八や

十そ

島し
ま

か
け
て
漕こ

ぎ
出い

で
ぬ
と

人ひ
と

に
は
告つ

げ
よ
海あ

人ま

の
釣つ

り
ぶ
ね舟

参
議

篁
た
か
む
ら

名な

に
し
負お

は
ば
逢あ
ふ

坂さ
か

山や
ま

の
さ
ね
か
づ
ら

人ひ
と

に
知し

ら
れ
で
く
る
よ
し
も
が
な

三さ
ん

条で
う
の

右
大
臣

小を

倉ぐ
ら

山や
ま

峰み
ね

の
も
み
ぢ
葉ば

心こ
こ
ろあ
ら
ば

今い
ま

ひ
と
た
び
の
み
ゆ
き
待ま

た
な
む

貞て
い

信し
ん

公

こ
の
た
び
は
幣ぬ
さ

も
と
り
あ
へ
ず
手た

向む
け

山や
ま

紅も
み
ぢ葉
の
錦に
し
き

神か
み

の
ま
に
ま
に

菅く
わ
ん

家け

月つ
き

見み

れ
ば
千ち

ぢ々

に
物も
の

こ
そ
か
な
し
け
れ

わ
が
身み

ひ
と
つ
の
秋あ
き

に
は
あ
ら
ね
ど

大お
ほ

江え
の

千ち

里さ
と

吹ふ

く
か
ら
に
秋あ
き

の
草く
さ

木き

の
し
を
る
れ
ば

む
べ
山や
ま

風か
ぜ

を
あ
ら
し
と
い
ふ
ら
む文ふ

ん

屋や
の

康や
す

秀ひ
で

今い
ま

来こ

む
と
言い

ひ
し
ば
か
り
に
長な

が

月つ
き

の

有あ
り

明あ
け

の
月つ
き

を
待ま

ち
出い

で
つ
る
か
な素そ

性せ
い

法
師
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人ひ
と

は
い
さ
心こ
こ
ろも
知し

ら
ず
ふ
る
さ
と
は

花は
な

ぞ
昔む
か
しの
香か

に
に
ほ
ひ
け
る

紀
貫つ

ら

之ゆ
き

風か
ぜ

を
い
た
み
岩い

は

う
つ
波な

み

の
お
の
れ
の
み

砕く
だ

け
て
物も

の

を
思お

も

ふ
こ
ろ
か
な

源
重し

げ

之ゆ
き

心こ
こ
ろあ
て
に
折を

ら
ば
や
折を

ら
む
初は
つ

霜し
も

の

置お

き
ま
ど
は
せ
る
白し
ら

菊ぎ
く

の
花は
な凡お

ほ
し

河か
ふ

内ち
の

躬み

恒つ
ね

逢あ

ふ
こ
と
の
絶た

え
て
し
な
く
は
な
か
な
か
に

人ひ
と

を
も
身み

を
も
恨う

ら

み
ざ
ら
ま
し中

納
言
朝あ

さ

忠た
だ

夏な
つ

の
夜よ

は
ま
だ
宵よ
ひ

な
が
ら
明あ

け
ぬ
る
を

雲く
も

の
い
づ
こ
に
月つ
き

宿や
ど

る
ら
む清き

よ

原は
ら
の

深ふ
か

養や

父ぶ

み
か
き
も
り
衛ゑ

士じ

の
た
く
火ひ

の
夜よ
る
は
燃も

え

昼ひ
る

は
消き

え
つ
つ
物も
の

を
こ
そ
思お
も

へ

大お
ほ

中な
か

臣と
み
の

能よ
し

宣の
ぶ

朝
臣

有あ
り

明あ
け

の
つ
れ
な
く
見み

え
し
別わ
か

れ
よ
り

暁あ
か
つ
きば
か
り
憂う

き
も
の
は
な
し

壬み

生ぶ
の

忠た
だ

岑み
ね

あ
は
れ
と
も
言い

ふ
べ
き
人ひ
と

は
思お
も

ほ
え
で

身み

の
い
た
づ
ら
に
な
り
ぬ
べ
き
か
な謙け

ん

徳と
く

公

誰た
れ

を
か
も
知し

る
人ひ
と

に
せ
む
高た
か

砂さ
ご

の

松ま
つ

も
昔む
か
しの
友と
も

な
ら
な
く
に

藤
原
興お

き

風か
ぜ

逢あ

ひ
見み

て
の
後の
ち

の
心こ
こ
ろに
く
ら
ぶ
れ
ば

昔む
か
しは
物も
の

を
思お
も

は
ざ
り
け
り

権ご
ん

中
納
言
敦あ

つ

忠た
だ

ひ
さ
か
た
の
光ひ
か
りの
ど
け
き
春は
る

の
日ひ

に

し
づ
心ご
こ
ろな
く
花は
な

の
散ち

る
ら
む

紀き
の

友と
も

則の
り

契ち
ぎ

り
き
な
か
た
み
に
袖そ
で

を
し
ぼ
り
つ
つ

末す
ゑ

の
松ま
つ

山や
ま

波な
み

越こ

さ
じ
と
は

清
原
元も

と

輔す
け

山や
ま

川が
は

に
風か
ぜ

の
か
け
た
る
し
が
ら
み
は

流な
が

れ
も
あ
へ
ぬ
紅も
み
ぢ葉
な
り
け
り春は

る

道み
ち
の

列つ
ら

樹き

八や

重へ

葎む
ぐ
ら

茂し
げ

れ
る
宿や
ど

の
さ
び
し
き
に

人ひ
と

こ
そ
見み

え
ね
秋あ
き

は
来き

に
け
り恵ゑ

慶ぎ
や
う

法
師

山や
ま

里ざ
と

は
冬ふ
ゆ

ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る

人ひ
と

目め

も
草く
さ

も
か
れ
ぬ
と
思お
も

へ
ば

源み
な
も
と
の

宗む
ね

于ゆ
き

朝
臣

恋こ
ひ
す
て
ふ
わ
が
名な

は
ま
だ
き
立た

ち
に
け
り

人ひ
と

知し

れ
ず
こ
そ
思お
も

ひ
そ
め
し
か

壬
生
忠た

だ

見み

朝あ
さ

ぼ
ら
け
有あ
り

明あ
け

の
月つ
き

と
見み

る
ま
で
に

吉よ
し

野の

の
里さ
と

に
降ふ

れ
る
白し
ら

雪ゆ
き

坂さ
か
の

上う
へ
の

是こ
れ

則の
り

由ゆ

良ら

の
門と

を
渡わ
た

る
舟ふ
な

人び
と

か
ぢ
を
絶た

え

行ゆ
く
へ方
も
知し

ら
ぬ
恋こ
ひ

の
道み
ち

か
な

曾そ

禰ね
の

好よ
し

忠た
だ

み
か
の
原は

ら

わ
き
て
流な

が

る
る
い
づ
み
川が

は

い
つ
見み

き
と
て
か
恋こ

ひ

し
か
る
ら
む

中
納
言
兼か

ね

輔す
け

忍し
の

ぶ
れ
ど
色い
ろ

に
出い

で
に
け
り
わ
が
恋こ
ひ

は

物も
の

や
思お
も

ふ
と
人ひ
と

の
問と

ふ
ま
で

平た
ひ
ら
の

兼か
ね

盛も
り

忘わ
す

れ
じ
の
行ゆ

く
末す

ゑ

ま
で
は
か
た
け
れ
ば

今け

ふ日
を
限か

ぎ

り
の
命い

の
ちと

も
が
な

儀ぎ

同ど
う

三さ
ん

司し
の

母

浅あ
さ

茅ぢ

生ふ

の
小を

野の

の
篠し
の

原は
ら

し
の
ぶ
れ
ど

あ
ま
り
て
な
ど
か
人ひ
と

の
恋こ
ひ

し
き

参
議
等

ひ
と
し

滝た
き

の
音お
と

は
絶た

え
て
久ひ
さ

し
く
な
り
ぬ
れ
ど

名な

こ
そ
流な
が

れ
て
な
ほ
聞き

こ
え
け
れ

大
納
言
公き

ん

任た
ふ

嘆な
げ
き
つ
つ
ひ
と
り
寝ぬ

る
夜よ

の
あ
く
る
ま
は

い
か
に
久ひ
さ

し
き
も
の
と
か
は
知し

る

右
大
将
道み

ち

綱つ
な
の

母は
は

明あ

け
ぬ
れ
ば
暮く

る
る
も
の
と
は
知し

り
な
が
ら

な
ほ
恨う
ら

め
し
き
朝あ
さ

ぼ
ら
け
か
な

藤
原
道み

ち

信の
ぶ

朝
臣

忘わ
す

ら
る
る
身み

を
ば
思お
も

は
ず
誓ち
か

ひ
て
し

人ひ
と

の
命い
の
ちの
惜を

し
く
も
あ
る
か
な

右う

近こ
ん

か
く
と
だ
に
え
や
は
い
ぶ
き
の
さ
し
も
草ぐ
さ

さ
し
も
知し

ら
じ
な
燃も

ゆ
る
思お
も

ひ
を

藤
原
実さ

ね

方か
た

朝
臣

白し
ら

露つ
ゆ

に
風か
ぜ

の
吹ふ

き
し
く
秋あ
き

の
野の

は

貫つ
ら
ぬき
と
め
ぬ
玉た
ま

ぞ
散ち

り
け
る

文
屋
朝あ

さ

康や
す

君き
み

が
た
め
惜を

し
か
ら
ざ
り
し
命い
の
ちさ
へ

長な
が

く
も
が
な
と
思お
も

ひ
け
る
か
な

藤
原
義よ

し

孝た
か
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⑫

朝あ
さ

ぼ
ら
け
宇う

治ぢ

の
川か
は

霧ぎ
り

た
え
だ
え
に

あ
ら
は
れ
わ
た
る
瀬せ

ぜ々

の
網あ

代じ
ろ

木ぎ

権
中
納
言
定さ

だ

頼よ
り

大お
ほ

江え

山や
ま

い
く
野の

の
道み
ち

の
遠と
ほ

け
れ
ば

ま
だ
ふ
み
も
見み

ず
天あ
ま

の
橋は
し

立だ
て

小こ

式し
き

部ぶ
の

内な
い

侍し

恨う
ら

み
わ
び
干ほ

さ
ぬ
袖そ

で

だ
に
あ
る
も
の
を

恋こ
ひ

に
朽く

ち
な
む
名な

こ
そ
惜を

し
け
れ

相さ
が
み模

い
に
し
へ
の
奈な

良ら

の
都み

や
この

八や

重へ

桜
ざ
く
ら

け
ふ
九こ
こ
の
へ重
に
に
ほ
ひ
ぬ
る
か
な

伊い

勢せ
の

大た
い

輔ふ

や
す
ら
は
で
寝ね

な
ま
し
も
の
を
小さ

夜よ

更ふ

け
て

か
た
ぶ
く
ま
で
の
月つ

き

を
見み

し
か
な赤あ

か

染ぞ
め

衛ゑ

門も
ん

有あ
り

馬ま

山や
ま

猪ゐ

名な

の
笹さ
さ

原は
ら

風か
ぜ

吹ふ

け
ば

い
で
そ
よ
人ひ
と

を
忘わ
す

れ
や
は
す
る

大だ
い

弐に
の

三さ
ん

位み

今い
ま

は
た
だ
思お

も

ひ
絶た

え
な
む
と
ば
か
り
を

人ひ
と

づ
て
な
ら
で
言い

ふ
よ
し
も
が
な

左さ

京
き
や
う
の

大だ
い

夫ぶ

道み
ち

雅ま
さ

め
ぐ
り
逢あ

ひ
て
見み

し
や
そ
れ
と
も
分わ

か
ぬ
間ま

に

雲く
も

隠が
く

れ
に
し
夜よ

半は

の
月つ

き

か
な

紫む
ら
さ
き

式
部

夜よ

を
こ
め
て
鳥と
り
の
そ
ら
音ね

は
は
か
る
と
も

よ
に
逢あ
ふ

坂さ
か

の
関せ
き

は
許ゆ
る

さ
じ

清せ
い

少せ
う

納な

言ご
ん

あ
ら
ざ
ら
む
こ
の
世よ

の
ほ
か
の
思お
も
ひ
出で

に

い
ま
ひ
と
た
び
の
逢あ

ふ
こ
と
も
が
な

和い
づ
み泉

式し
き

部ぶ

さ
び
し
さ
に
宿や
ど
を
立た

ち
出い

で
て
な
が
む
れ
ば

い
づ
く
も
同お
な

じ
秋あ
き

の
夕ゆ
ふ

暮ぐ
れ

良り
や
う

暹ぜ
ん

法
師

夕ゆ
ふ

さ
れ
ば
門か

ど

田た

の
稲い

な

葉ば

お
と
づ
れ
て

葦あ
し

の
ま
ろ
屋や

に
秋あ
き

風か
ぜ

ぞ
吹ふ

く
大
納
言
経つ

ね

信の
ぶ

嵐あ
ら
し吹ふ

く
三み

室む
ろ

の
山や

ま

の
も
み
ぢ
葉ば

は

竜た
つ

田た

の
川か

は

の
錦に

し
きな

り
け
り

能の
う

因い
ん

法
師

心こ
こ
ろに
も
あ
ら
で
う
き
世よ

に
な
が
ら
へ
ば

恋こ
ひ

し
か
る
べ
き
夜よ

半は

の
月つ
き

か
な

三さ
ん

条で
う

院

春は
る

の
夜よ

の
夢ゆ

め

ば
か
り
な
る
手た

枕ま
く
らに

か
ひ
な
く
立た

た
む
名な

こ
そ
惜を

し
け
れ

周す

防は
う
の

内
侍

も
ろ
と
も
に
あ
は
れ
と
思お
も

へ
山や
ま

桜
ざ
く
ら

花は
な

よ
り
ほ
か
に
知し

る
人ひ
と

も
な
し

前さ
き
の

大
僧
正
行ぎ

や
う

尊そ
ん

64

60

65

61 59 58

63

57

62

56

7071 69 68 67 66

秋あ
き

風か
ぜ

に
た
な
び
く
雲く

も

の
絶た

え
間ま

よ
り

も
れ
出い

づ
る
月つ
き

の
影か
げ

の
さ
や
け
さ

左
京
大
夫
顕あ

き

輔す
け

世よ

の
中な

か

は
常つ

ね

に
も
が
も
な
渚な

ぎ
さこ

ぐ

海あ

人ま

の
小を

舟ぶ
ね

の
綱つ

な

手で

か
な
し
も鎌

倉の右
大
臣

高た
か

砂さ
ご

の
尾を

の
上へ

の
桜さ

く
ら

咲さ

き
に
け
り

外と

山や
ま

の
霞か

す
み

立た

た
ず
も
あ
ら
な
む

前
中
納
言
匡ま

さ

房ふ
さ

玉た
ま

の
緒を

よ
絶た

え
な
ば
絶た

え
ね
な
が
ら
へ
ば

忍し
の

ぶ
る
こ
と
の
よ
わ
り
も
ぞ
す
る

式し
き

子し

内
親
王

長な
が

か
ら
む
心こ
こ
ろも
知し

ら
ず
黒く
ろ

髪か
み

の

乱み
だ

れ
て
今け

朝さ

は
物も

の

を
こ
そ
思お

も

へ
待た

い

賢け
ん

門も
ん

院ゐ
ん
の

堀ほ
り

河か
は

み
吉よ
し

野の

の
山や
ま

の
秋あ
き

風か
ぜ

さ
夜よ

更ふ

け
て

ふ
る
さ
と
寒さ
む

く
衣こ
ろ
も

打う

つ
な
り

参
議
雅ま

さ

経つ
ね

憂う

か
り
け
る
人ひ
と

を
初は
つ

瀬せ

の
山や
ま

お
ろ
し
よ

は
げ
し
か
れ
と
は
祈い
の

ら
ぬ
も
の
を

源
俊と

し

頼よ
り

朝
臣

見み

せ
ば
や
な
雄を

島じ
ま

の
海あ

人ま

の
袖そ
で

だ
に
も

濡ぬ

れ
に
ぞ
濡ぬ

れ
し
色い
ろ

は
変か

は
ら
ず

殷い
ん

富ぷ

門も
ん

院ゐ
ん
の

大
輔

淡あ
は

路ぢ

島し
ま

か
よ
ふ
千ち

鳥ど
り

の
鳴な

く
声こ
ゑ

に

幾い
く

夜よ

寝ね

ざ
め
ぬ
須す

磨ま

の
関せ
き

守も
り

源
兼か

ね

昌ま
さ

難な
に

波は

江え

の
葦あ
し

の
か
り
ね
の
ひ
と
よ
ゆ
ゑ

み
を
つ
く
し
て
や
恋こ

ひ
わ
た
る
べ
き

皇く
わ
う

嘉か

門も
ん

院ゐ
ん
の

別べ
つ

当た
う

瀬せ

を
は
や
み
岩い
は

に
せ
か
る
る
滝た
き

川が
は

の

わ
れ
て
も
末す
ゑ

に
逢あ

は
む
と
ぞ
思お

も

ふ
崇す

徳と
く

院

村む
ら

雨さ
め

の
露つ
ゆ

も
ま
だ
ひ
ぬ
真ま

木き

の
葉は

に

霧き
り

立た

ち
の
ぼ
る
秋あ

き

の
夕ゆ

ふ

暮ぐ
れ

寂じ
や
く

蓮れ
ん

法
師

わ
た
の
原は

ら
漕こ

ぎ
出い

で
て
見み

れ
ば
ひ
さ
か
た
の

雲く
も

居ゐ

に
ま
が
ふ
沖お
き

つ
白し
ら

波な
み

法ほ
つ

性し
や
う

寺じ

入に
ふ

道だ
う

前さ
き
の

関く
わ
ん

白ぱ
く

太だ
い

政じ
や
う

大だ
い

臣じ
ん

わ
が
袖そ

で

は
潮し

ほ

干ひ

に
見み

え
ぬ
沖お

き

の
石い

し

の

人ひ
と

こ
そ
知し

ら
ね
乾か

わ

く
間ま

も
な
し二に

条で
う

院ゐ
ん
の

讃さ
ぬ
き岐

嘆な
げ

け
と
て
月つ

き

や
は
物も

の

を
思お

も

は
す
る

か
こ
ち
顔が
ほ

な
る
わ
が
涙な

み
だか

な
西さ

い

行ぎ
や
う

法
師

契ち
ぎ

り
お
き
し
さ
せ
も
が
露つ
ゆ

を
命い
の
ちに
て

あ
は
れ
今こ
と
し年
の
秋あ
き

も
い
ぬ
め
り

藤
原
基も

と

俊と
し

き
り
ぎ
り
す
鳴な

く
や
霜し
も

夜よ

の
さ
む
し
ろ
に

衣こ
ろ
も

片か
た

敷し

き
ひ
と
り
か
も
寝ね

む

後ご

京き
や
う

極ご
く

摂せ
つ

政し
や
う

前
太
政
大
臣

音お
と

に
聞き

く
た
か
し
の
浜は
ま

の
あ
だ
波な
み

は

か
け
じ
や
袖そ
で

の
濡ぬ

れ
も
こ
そ
す
れ

祐い
う

子し

内な
い

親し
ん

王わ
う

家け
の

紀き

伊い

夜よ

も
す
が
ら
物も
の

思お
も
ふ
こ
ろ
は
明あ

け
や
ら
で

閨ね
や

の
ひ
ま
さ
へ
つ
れ
な
か
り
け
り俊し

ゆ
ん

恵ゑ

法
師

世よ

の
中な

か

よ
道み

ち

こ
そ
な
け
れ
思お

も

ひ
入い

る

山や
ま

の
奥お

く

に
も
鹿し

か

ぞ
鳴な

く
な
る

皇く
わ
う

太た
い

后ご
う

宮ぐ
う
の

大
夫
俊と

し

成な
り

人ひ
と

も
を
し
人ひ

と

も
恨う

ら

め
し
あ
ぢ
き
な
く

世よ

を
思お

も

ふ
ゆ
ゑ
に
物も

の

思お
も

ふ
身み

は
後ご

鳥と

羽ば

院

な
が
ら
へ
ば
ま
た
こ
の
ご
ろ
や
し
の
ば
れ
む

憂う

し
と
見み

し
世よ

ぞ
今い
ま

は
恋こ
ひ

し
き

藤
原
清き

よ

輔す
け

朝
臣

も
も
し
き
や
古ふ
る

き
軒の
き

端ば

の
し
の
ぶ
に
も

な
ほ
あ
ま
り
あ
る
昔む
か
しな
り
け
り

順じ
ゆ
ん

徳と
く

院

風か
ぜ

そ
よ
ぐ
な
ら
の
小を

川が
は

の
夕ゆ
ふ

暮ぐ
れ

は

み
そ
ぎ
ぞ
夏な
つ

の
し
る
し
な
り
け
る

従じ
ゆ

二
位
家い

へ

隆た
か

来こ

ぬ
人ひ
と

を
ま
つ
ほ
の
浦う
ら

の
夕ゆ
ふ

な
ぎ
に

焼や

く
や
藻も

塩し
ほ

の
身み

も
こ
が
れ
つ
つ

権
中
納
言
定さ

だ

家い
へ

思お
も

ひ
わ
び
さ
て
も
命い

の
ちは

あ
る
も
の
を

憂う

き
に
た
へ
ぬ
は
涙な
み
だな
り
け
り

道だ
う

因い
ん

法
師

花は
な

さ
そ
ふ
嵐あ

ら
しの

庭に
は

の
雪ゆ

き

な
ら
で

ふ
り
ゆ
く
も
の
は
わ
が
身み

な
り
け
り

入
道
前
太
政
大
臣

ほ
と
と
ぎ
す
鳴な

き
つ
る
方か
た
を
な
が
む
れ
ば

た
だ
有あ
り

明あ
け

の
月つ
き

ぞ
残の
こ

れ
る後ご

徳と
く

大だ
い

寺じ
の

左
大
臣

お
ほ
け
な
く
う
き
世よ

の
民た
み
に
お
ほ
ふ
か
な

わ
が
立た

つ
杣そ
ま

に
墨す
み

染ぞ
め

の
袖そ
で

前
大
僧
正
慈じ

円ゑ
ん
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7389

8094

7490
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7692

86

7591

7285

8399 84100 98 97 8296 8195

百
人
一
首

典古 の

窓　「
百
人
一
首
」
は
、
藤ふ

じ
わ
ら
の
さ
だ
い
え

原
定
家
が
百
人
の
歌
人
の
歌
を

一
首
ず
つ
選
ん
で
ま
と
め
た
秀し

ゅ
う
か
せ
ん

歌
撰
で
あ
る
。『
万
葉
集
』

か
ら
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
時
代
ま
で
の
五
百
数
十
年

の
歌
が
収
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
和
歌
の
伝
統
が

ど
の
よ
う
に
受
け
継
が
れ
変
化
し
て
き
た
の
か
を
知
る

こ
と
も
で
き
る
。

　
百
首
の
大
部
分
が
四
季
と
恋
の
歌
か
ら
成
っ
て
い
る
。

二
一
人
も
の
女
流
歌
人
の
歌
が
選
ば
れ
て
お
り
、
そ
の

多
く
が
恋
の
歌
で
あ
る
。
ま
た
、
百
首
の
歌
は
身
分
や

題
材
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
ほ
ぼ
歌
人
が

活
躍
し
た
年
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。

　「
百
人
一
首
」
は
、
江
戸
時
代
に
歌
が
る
た
が
作
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
一
層
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な

る
。
歌
が
る
た
は
正
月
の
遊
び
と
し
て
定
着
し
、
明
治

時
代
に
は
競
技
と
し
て
の
か
る
た
会
も
開
か
れ
て
、
現

在
ま
で
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い
る
。

競
技
か
る
た（
個
人
戦
）

　一
対
一
で
行
わ
れ
る
正
式
な

競
技
。
百
枚
の
取
り
札
を
裏
返

し
て
か
き
混
ぜ
、
各
自
二
五
枚

ず
つ
取
り
出
す
。
読
み
手
は
百

枚
す
べ
て
を
読
み
上
げ
る
の
で
、

取
り
札
に
な
い
歌
（
空か
ら

札ふ
だ

）
も

読
み
上
げ
る
。
そ
の
た
め
お
手

つ
き
の
可
能
性
が
あ
り
、
競
技

と
し
て
の
お
も
し
ろ
さ
が
増
す
。

源
平
合
戦

　参
加
者
を
二
組
（
源
氏
方
・

平
氏
方
）
に
分
け
、
双
方
の
持

ち
札
を
五
〇
枚
ず
つ
と
し
て
、

自
陣
の
札
が
先
に
な
く
な
っ
た

方
が
勝
ち
と
な
る
。

散
ら
し
取
り（
ば
ら
取
り
）

　百
枚
の
取
り
札
を
す
べ
て
散

ら
し
、数
人
が
そ
の
周
囲
に
座
っ

て
読
ま
れ
た
札
を
取
り
合
う
。

5101520

⑬

古文編巻頭図録や漢文編
「基本句形のまとめ」など、
役立つ資料も充実。

新
編 

古
典 

﹇
古
Ｂ
３
１
３
﹈

精
選 

古
典

﹇
古
Ｂ
３
１
２
﹈

その単元で扱う作品の
概略や魅力を、年表や
図解をまじえて描き出
した「古典への招待」を
設けました。

「百人一首」を美しい
カラー折込で全首掲
載。学習意欲を高める
ためのさまざまな工
夫を盛り込みました。

玉た忍し見濡

8990の

窓

袿
うちき

（五
いつつ

衣
ぎぬ

）

小こ

袿う
ち
き

貴
族
の
女
性
の
略
装
。

小
こ

袿
うちき

張
は

り袴
ばかま

⑤

装
束

古
典
の
暮
ら
し

檜
ひ

扇
おうぎ

単
ひとえ

唐
から

衣
ぎぬ

表
うわ

着
ぎ

袿
うちき

（五
いつつ

衣
ぎぬ

）

裳
も

唐か
ら

衣ぎ
ぬ・

裳も

（
十じ

ゅ
う二に

単ひ
と
え）

貴
族
の
女
性
の
正
装
。

張
は

り袴
ばかま

直の
う
し衣

貴
族
の
男
性
の
平
常
着
。

冠

直
のうし

衣

指
さし

貫
ぬき

貴
族
の
女
性
の
正
装
。

⑨

よ ・ よ る

ひ  る

あ　さ
あした

ゆふべ

よひ

よなか・よは
（よふく）

子ね
丑う

し

寅と
ら

卯う

辰た
つ

巳み
午う

ま
未ひ

つ
じ

申さ
る

酉と
り

戌い
ぬ

亥い
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2

3

4

5

6

7

8

9

10
11 よ

か

た
そ
か
れ

は
た
れ
ど
き

つ
と

め
て

ぶ
か

し あかつき
あかとき

あさぼらけ
あけぼの
しののめゆふ

くれ
ゆふぐれ

一
年

一
日

一
ヶ
月

古
典
の
時
間

四
季

月

異
名

季
名

主
な
年
中
行
事

春

一
　
月
睦む

　
月つ

き

孟も
う

春
初
春

二
　
月
如き

さ
ら
ぎ月
仲
春

三
　
月
弥や

よ

い生
季
春

晩
春

夏

四
　
月
卯う

　
月づ

き

孟
夏

初
夏

五
　
月
皐さ

　
月つ

き

仲
夏

六
　
月
水み

無な

月づ
き

季
夏

晩
夏

四し

方ほ
う

拝は
い

（
一
月
一
日
）
天
皇
が
早
朝
、
清
涼
殿
の
東
庭
で

天
地
四
方
の
神
々
と
祖
先
の
御
陵
を
遥よ
う

拝は
い

す
る
。

朝ち
ょ
う賀が

（
一
月
一
日
）
大
極
殿
で
の
百
官
に
よ
る
天
皇
へ

の
年
賀
の
拝
礼
。

七
草
（
一
月
初
め
の
子ね

の
日
）
天

皇
が
七
種
の
若
菜
を
食
し
、
無
病

を
祈
る
。
民
間
で
は
、
七
日
に
春

の
七
草
粥が
ゆ

を
食
し
た
。

曲ご
く
す
い（
き
ょ
く
す
い
）

水
の
宴
（
三
月
三
日
）
宮
中
や

貴
族
の
邸
宅
で
、
水
流
に
酒
杯
を

流
し
詩
を
作
っ
て
遊
ぶ
。

上じ
ょ

巳う
し

の
祓は
ら

え
・
雛ひ
な

祭ま
つ
り（
三
月
初
め
の
巳み

の
日
・
後
に
三
日
）

形か
た

代し
ろ

の
人ひ
と

形が
た

を
水
に
流
し
て
、
無
病
息
災
を
祈
る
。
江
戸

時
代
以
降
、
女
子
の
成
長
を
祈
っ
て
雛
人
形
を
飾
っ
た
。

更こ
ろ
も

衣が
え

（
四
月
一
日
）
衣
装
・
調
度
を
夏
向
き
の
も
の
に

変
え
る
。

灌か
ん

仏ぶ
つ

会え

（
四
月
八
日
）
釈し
ゃ

迦か

誕
生
の
祭
。

賀か

茂も

の
祭
（
四
月
中
の
酉と
り

の
日
）
京
都
の
賀
茂
神
社
の
祭
。

葵あ
お
いを

飾
る
の
で
「
葵
祭
」
と
も
。
単
に
「
祭
」
と
い
う
。

端た
ん

午ご

の
節せ
ち

会え

（
五
月
五
日
）
菖し
ょ
う

蒲ぶ

や

蓬よ
も
ぎを

軒
に
さ
し
、
邪
気
を
は
ら
う
。

後
に
民
間
で
は
武
具
・
武
者
人
形
を

飾
り
幟の
ぼ
りを
立
て
、
ち
ま
き
・
柏か
し
わ

餅も
ち

を

食
し
て
男
子
の
成
長
を
祝
っ
た
。


