
何
す
る
も
の
ぞ
、
古
典
探
究
？

　

二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
よ
り
新
学
習
指
導
要
領
が

実
施
さ
れ
、
今
年
度
よ
り
「
論
理
国
語
」「
文
学
国
語
」

な
ど
の
新
科
目
の
授
業
が
始
動
し
た
。
そ
の
な
か
の
ひ

と
つ
に
、
こ
の
「
古
典
探
究
」
と
い
う
科
目
が
あ
る
。

勤
務
校
で
は
高
校
三
年
生
を
担
当
す
る
こ
と
が
多
か
っ

た
が
、
今
年
度
は
こ
の
「
古
典
探
究
」
を
担
当
す
る
こ

と
に
な
っ
た
。
本
稿
で
は
、
あ
れ
こ
れ
と
思
案
し
な
が

ら
行
っ
て
い
る
日
々
の
授
業
実
践
の
一
端
を
書
き
記
し

て
い
く
。
不
勉
強
な
部
分
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

ご
笑
覧
賜
れ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

さ
て
、
生
徒
も
教
員
も
は
じ
め
て
触
れ
る
こ
の
「
古

典
探
究
」
と
い
う
科
目
は
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
性
質

を
持
つ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

学
習
指
導
要
領
（
平
成
三
〇
年
告
示
）
に
よ
れ
ば
、

そ
の
目
標
と
し
て

　

⑴ 

生
涯
に
わ
た
る
社
会
生
活
に
必
要
な
国
語
の
知
識

や
技
能
を
身
に
付
け
る
と
と
も
に
、
我
が
国
の
伝

統
的
な
言
語
文
化
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
す
る
。

　

⑵ 

論
理
的
に
考
え
る
力
や
深
く
共
感
し
た
り
豊
か
に

想
像
し
た
り
す
る
力
を
伸
ば
し
、
古
典
な
ど
を
通

し
た
先
人
の
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
と

の
関
わ
り
の
中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め
、
自
分
の

思
い
や
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
。

　

⑶ 

言
葉
が
も
つ
価
値
へ
の
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、

生
涯
に
わ
た
っ
て
古
典
に
親
し
み
自
己
を
向
上
さ

せ
、
我
が
国
の
言
語
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
自

覚
を
深
め
、
言
葉
を
通
し
て
他
者
や
社
会
に
関
わ

ろ
う
と
す
る
態
度
を
養
う
。

と
い
う
三
点
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の

目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
言
語
活
動
例
と
し
て
は
、
古

典
の
内
容
や
形
式
に
つ
い
て
疑
問
に
感
じ
た
こ
と
を
調

べ
て
発
表
し
た
り
議
論
し
た
り
す
る
こ
と
や
、
同
題
材

の
複
数
の
古
典
作
品
を
読
み
比
べ
、
共
通
点
や
差
異
に

つ
い
て
論
述
し
た
り
発
表
し
た
り
す
る
こ
と
な
ど
七
項

目
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
以
前
の
学
習
指
導
要
領
（
平

成
二
〇
・
二
一
年
改
訂
版
）
に
お
け
る
「
古
典
Ｂ
」
の

言
語
活
動
例
が
四
項
目
し
か
挙
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た

こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、「
古
典
探
究
」
へ
の
移
行
に
際

し
て
、
言
語
活
動
の
充
実
を
図
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と

は
明
確
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
先
に
掲
げ
た
「
古
典
探

究
」
の
目
標
⑴
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
と
お
り
、「
生
涯

に
わ
た
る
社
会
生
活
」
に
お
け
る
知
識
・
技
能
の
涵
養

を
目
指
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
う
か
が
え
る
。
ジ
ャ
ン

ル
と
し
て
の
古
典
に
そ
の
題
材
を
求
め
つ
つ
、
言
語
活

動
を
通
し
て
実
生
活
で
も
有
用
な
資
質
・
能
力
を
育
成

す
る
と
い
う
点
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
の
が
「
古
典

探
究
」
の
大
き
な
特
徴
の
ひ
と
つ
で
あ
る
と
言
え
る
。

こ
れ
に
則
れ
ば
、
教
科
書
本
文
に
登
場
す
る
古
文
単
語

や
文
法
事
項
を
学
習
し
、
一
文
一
文
を
訳
す
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
知
識
の
定
着
の
み
な
ら
ず
、
思
考
力
・
判

断
力
・
表
現
力
な
ど
も
同
時
に
育
て
て
い
く
こ
と
が
で

き
る
授
業
づ
く
り
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
よ

う
。
ど
う
し
た
も
の
か
。

知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
の
活
用

　
「
言
葉
を
通
し
て
他
者
や
社
会
に
関
わ
ろ
う
と
す
る

態
度
」
や
「
伝
え
合
う
力
」
を
育
て
て
い
く
、
と
い
う

こ
と
を
考
え
た
と
き
に
ま
ず
思
い
浮
か
ん
だ
の
が
、
東

京
大
学
Ｃコ

レ

フ

ｏ
Ｒ
Ｅ
Ｆ
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ
て
い
る
「
知

識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
」（
以
下
、
ジ
グ
ソ
ー
法
と
す

知
識
構
成
型
ジ
グ
ソ
ー
法
を
用
い
た
「
古
典
探
究
」
の
授
業
実
践

東
京
都
立
白
鷗
高
等
学
校　

村
田
　
隆
太
郎
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る
）
の
活
用
で
あ
っ
た
。
こ
の
ジ
グ
ソ
ー
法
は
、
次
に

挙
げ
る
よ
う
な
段
階
を
踏
む
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

　

０

問
い
を
設
定
す
る

　

⑴
自
分
の
わ
か
っ
て
い
る
こ
と
を
意
識
化
す
る

　

⑵
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
で
専
門
家
に
な
る

　

⑶
ジ
グ
ソ
ー
活
動
で
交
換
・
統
合
す
る

　

⑷
ク
ロ
ス
ト
ー
ク
で
発
表
し
、
表
現
を
み
つ
け
る

　

⑸
一
人
に
戻
る

　

ジ
グ
ソ
ー
法
に
お
い
て
は
、
単
元
を
貫
く
大
き
な

「
問
い
（
課
題
） 

」
を
教
員
が
設
定
し
、
生
徒
一
人
一

人
は
そ
れ
に
対
し
て
思
い
つ
く
回
答
を
用
意
す
る
。
そ

の
後
、「
問
い
（
課
題
） 

」
を
解
決
す
る
た
め
に
用
意

さ
れ
た
複
数
の
資
料
を
グ
ル
ー
プ
で
読
み
、
そ
の
資
料

の
「
エ
キ
ス
パ
ー
ト
」
に
な
る
。
違
う
資
料
を
読
ん
だ

エ
キ
ス
パ
ー
ト
た
ち
が
そ
れ
ぞ
れ
の
資
料
か
ら
得
た
知

見
に
耳
を
傾
け
、「
問
い
（
課
題
） 

」
へ
の
答
え
を
改

め
て
考
え
て
い
く
。
こ
の
よ
う
な
過
程
を
踏
む
ジ
グ
ソ

ー
法
は
、
他
者
と
の
関
わ
り
合
い
を
通
し
て
一
人
一
人

が
学
び
を
深
め
る
た
め
に
最
も
適
し
た
方
法
の
ひ
と
つ

で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
ま
さ
に
「
古
典
探
究
」

の
目
指
す
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、「
言
葉
を
通
し

て
他
者
や
社
会
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
態
度
」
や
「
伝
え

合
う
力
」
を
育
て
て
い
く
こ
と
に
直
結
す
る
も
の
で
あ

る
。
い
く
ら
能
力
に
優
れ
て
い
て
も
、
他
者
と
積
極
的

に
交
わ
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
ジ
グ
ソ
ー
法
を
用
い

て
も
成
功
し
え
な
い
。
ま
た
、
与
え
ら
れ
た
資
料
を
い

く
ら
鮮
や
か
に
読
み
解
け
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
他
者

に
的
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
自
分
の
学

び
も
他
者
の
学
び
も
深
ま
る
こ
と
は
な
い
。
学
習
者
一

人
一
人
が
、
自
身
と
他
者
の
学
び
に
責
任
を
負
う
ジ
グ

ソ
ー
法
を
通
し
て
、
よ
り
深
く
古
典
の
世
界
や
奥
深
さ
、

そ
し
て
古
典
に
描
か
れ
た
当
時
の
人
々
の
見
方
や
考
え

方
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
確
信
し
た
。

「
能
は
歌
詠
み
」
と
歌
徳
説
話
と
単
元
づ
く
り
と

　

さ
っ
そ
く
、
四
月
当
初
か
ら
、
ジ
グ
ソ
ー
法
を
用
い

た
「
古
典
探
究
」
の
単
元
づ
く
り
に
取
り
組
ん
だ
。
今

回
、
ジ
グ
ソ
ー
法
を
用
い
て
学
習
す
る
教
材
文
は
、

『
古
今
著
聞
集
』
に
あ
る
「
能
は
歌
詠
み
」
に
決
定
し

た
。
橘
成
季
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
説
話
集
で
あ
る

『
古
今
著
聞
集
』
の
う
ち
、「
能
は
歌
詠
み
」
と
称
さ
れ

る
説
話
は
、「
和
歌
第
六
」
に
収
載
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
物
語
は
、
源
有
仁
の
家
に
参
上
し
た
侍
が
自
身
の
特

技
を
「
和
歌
」
で
あ
る
と
記
載
し
た
と
こ
ろ
か
ら
始
動

す
る
。
初
秋
の
あ
る
日
、
格
子
戸
を
閉
め
よ
と
命
じ
た

有
仁
の
も
と
に
参
上
し
た
そ
の
侍
は
、「
汝
は
歌
詠
み

な
」
と
声
を
掛
け
ら
れ
、
鳴
い
て
い
た
「
は
た
お
り
」

（
キ
リ
ギ
リ
ス
）
で
一
首
詠
む
よ
う
に
命
じ
ら
れ
る
。

初
句
「
青
柳
の
」
と
詠
み
か
け
る
と
、
そ
の
季
節
感
の

ズ
レ
か
ら
有
仁
邸
の
女
房
か
ら
笑
わ
れ
る
も
の
の
、
有

仁
が
最
後
ま
で
侍
の
和
歌
を
聞
い
た
と
こ
ろ
、
そ
の
素

晴
ら
し
い
出
来
に
感
嘆
し
、
直
垂
を
褒
美
と
し
て
お
与

え
に
な
る
、
と
い
う
梗
概
で
あ
る
。
文
量
も
決
し
て
多

く
は
な
く
、
物
語
の
筋
も
理
解
し
や
す
い
教
材
で
あ
る

と
言
え
る
。
さ
て
、
こ
の
教
材
文
を
見
た
と
き
に
真
っ

先
に
想
起
し
た
の
は
「
歌
徳
」
と
い
う
語
で
あ
っ
た
。

『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
に
お
い
て
は
、「
力
を
も
入
れ

ず
し
て
天
地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼
神
を
も
あ
は

れ
と
思
は
せ
、
男
女
の
中
を
も
和
ら
げ
、
猛
き
武
士
の

心
を
も
慰
む
る
」
と
書
き
表
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
も
知

ら
れ
る
「
歌
徳
」
で
あ
る
が
、
登
場
人
物
が
和
歌
を
詠

む
こ
と
で
、
そ
の
後
の
物
語
展
開
を
優
位
に
運
ぶ
と
い

う
話
型
を
持
つ
説
話
は
、
な
に
も
『
古
今
著
聞
集
』
に

限
ら
ず
、
同
時
代
に
成
立
し
た
説
話
集
に
は
多
く
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
、「
物
語
に
お
け
る
和
歌

の
機
能
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

大
き
な
「
問
い
（
課
題
） 

」
を
設
定
し
、
そ
の
「
問
い

（
課
題
） 

」
の
答
え
を
、「
能
は
歌
詠
み
」
本
文
以
外
の

歌
徳
説
話
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
発
見
す
る
と
い
う
授

業
の
フ
レ
ー
ム
に
思
い
至
っ
た
。
そ
の
際
、
複
数
の
歌

徳
説
話
を
用
意
し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
エ
キ
ス
パ
ー
ト
班
で

読
み
深
め
、
ジ
グ
ソ
ー
班
で
共
有
す
る
こ
と
で
、
難
な

く
ジ
グ
ソ
ー
法
を
活
用
で
き
る
点
も
大
き
な
利
点
で
あ

っ
た
。
今
回
は
、
生
徒
た
ち
に
も
聞
き
馴
染
み
が
あ
り
、

第
十
「
才
芸
を
庶
幾
す
べ
き
こ
と
」
に
多
く
の
歌
徳
説

話
を
収
録
し
て
い
る
『
十
訓
抄
』
に
題
材
を
求
め
、
エ

キ
ス
パ
ー
ト
班
に
与
え
る
こ
と
と
し
た
。
生
徒
の
現
状

を
踏
ま
え
、
お
よ
そ
一
回
か
ら
二
回
の
授
業
で
十
分
に

ス
ト
ー
リ
ー
を
追
い
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
説

話
を
探
し
求
め
た
結
果
、
以
下
に
挙
げ
る
三
つ
に
た
ど

り
着
く
こ
と
が
で
き
た
。

　

Ａ
能
因
法
師
の
祈
雨
の
歌
（
十
ノ
十
）

　

Ｂ
小
式
部
内
侍
、
和
歌
で
本
復
（
十
ノ
十
四
）

　

Ｃ
藤
原
惟
方
の
流
罪
（
十
ノ
三
十
五
）
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と
も
に
現
代
の
言
語
感
覚
に
沿
っ
た
か
た
ち
で
噛
み
砕

い
た
訳
出
を
紹
介
し
た
り
と
、
ジ
グ
ソ
ー
法
を
用
い
た

活
動
ま
で
に
意
欲
が
そ
ぎ
落
と
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
配
慮
し
た
。
ま
た
、「
能
は
歌
詠
み
」
本
文
に
は

「
青
柳
の
み
ど
り
の
糸
を
く
り
お
き
て
夏
へ
て
秋
は
は

た
お
り
ぞ
鳴
く
」
と
「
春
霞
か
す
み
て
往
に
し
か
り
が

ね
は
今
ぞ
鳴
く
な
る
秋
霧
の
上
に
」
と
い
う
二
首
の
和

歌
が
登
場
す
る
。
特
に
前
者
の
和
歌
に
は
「
繰
る
」

「
綜
る
」「
は
た
お
り
」
と
い
っ
た
「
糸
」
の
縁
語
が
含

ま
れ
て
い
た
り
、「
へ
て
」
が
「
綜
て
」
と
「
経
て
」

の
掛
詞
に
な
っ
て
い
た
り
と
、
和
歌
の
修
辞
法
が
多
分

に
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
掛
詞
の
説
明
に
は

「
花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
わ
が
身
世

に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に
」（
小
野
小
町
）
を
、
縁
語

の
説
明
に
は
「
滝
の
音
は
絶
え
て
久
し
く
な
り
ぬ
れ
ど

名
こ
そ
流
れ
て
な
ほ
聞
こ
え
け
れ
」（
藤
原
公
任
）
を

そ
れ
ぞ
れ
用
い
、
生
徒
に
と
っ
て
聞
き
馴
染
み
の
あ
る

『
百
人
一
首
』
か
ら
修
辞
法
の
具
体
例
に
触
れ
ら
れ
る

よ
う
に
留
意
し
た
。

　

以
上
、
本
文
の
読
解
に
際
し
て
は
い
た
っ
て
オ
ー
ソ

ド
ッ
ク
ス
に
、
そ
し
て
古
典
常
識
な
ど
を
視
覚
的
に
理

解
で
き
る
よ
う
な
工
夫
を
施
し
て
進
め
て
き
た
。

②
第
六
時
か
ら
第
八
時

　

こ
こ
か
ら
、
ジ
グ
ソ
ー
法
を
用
い
て
の
協
働
学
習
が

ス
タ
ー
ト
す
る
。
ま
ず
は
三
人
の
グ
ル
ー
プ
を
組
み
、

各
人
に
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
振
り
分
け

る
よ
う
に
指
示
を
し
た
（
ジ
グ
ソ
ー
班
）。
そ
し
て
、

る
和
歌
の
機
能
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
」

を
提
示
し
、
生
徒
個
人
で
考
え
さ
せ
る
と
こ
ろ
か
ら
読

解
を
進
め
て
い
っ
た
。

　

担
当
し
て
い
る
高
校
二
年
生
・
文
系
の
四
〇
名
は
、

授
業
内
で
の
発
言
を
積
極
的
に
行
う
者
や
、
教
員
の
発

言
に
し
っ
か
り
耳
を
傾
け
て
ノ
ー
ト
を
見
や
す
く
仕
上

げ
る
こ
と
が
で
き
る
者
が
多
く
、
授
業
に
対
す
る
姿
勢

は
概
し
て
真
面
目
で
あ
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
勤
務
校

は
中
高
一
貫
校
で
あ
り
、
日
本
の
伝
統
文
化
理
解
教
育

を
推
進
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
附
属
中
学
校
か
ら
進

学
し
て
き
た
生
徒
は
、
中
学
時
代
に
は
百
人
一
首
の
暗

誦
や
教
科
書
作
品
以
外
の
古
典
作
品
の
味
読
な
ど
を
通

し
て
、
古
典
そ
の
も
の
や
、
そ
こ
に
表
れ
る
見
方
や
考

え
方
に
触
れ
る
時
間
を
多
く
設
け
て
き
た
。
し
か
し
、

推
定
の
助
動
詞
の
訳
出
に
際
し
て
「
…
…
だ
ろ
う
」
と

い
っ
た
推
量
の
助
動
詞
の
口
語
訳
が
出
現
し
て
い
た
り
、

反
語
の
訳
出
に
お
い
て
「
い
や
…
…
で
は
な
い
」
の
部

分
を
省
略
し
て
し
ま
っ
て
い
た
り
と
、
主
に
文
法
事
項

の
理
解
や
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
に
お
い
て
課
題
が
残
っ
て
い

る
の
が
現
状
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
生
徒
の
反
応
を
見

な
が
ら
文
語
文
法
の
補
助
教
材
を
活
用
し
、
正
確
な
知

識
を
身
に
付
け
る
こ
と
を
念
頭
に
置
い
た
。

　

た
だ
、
文
法
・
単
語
・
訳
出
と
い
う
点
の
み
に
こ
だ

わ
っ
て
い
て
は
、
次
第
に
古
典
に
対
す
る
興
味
が
減
殺

さ
れ
て
し
ま
う
懸
念
も
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
た
と
え

ば
寝
殿
造
の
様
子
や
登
場
人
物
の
紹
介
、
飛
ん
で
行
く

雁
の
写
真
な
ど
の
視
覚
資
料
をPowerPoint
の
ス
ラ

イ
ド
に
多
く
盛
り
込
ん
だ
り
、
逐
語
訳
を
紹
介
す
る
と

　

そ
れ
ぞ
れ
と
も
に
和
歌
に
よ
っ
て
登
場
人
物
が
何
ら

か
の
利
を
得
る
と
い
う
筋
書
き
に
な
っ
て
い
る
。
Ａ
は
、

能
因
法
師
の
和
歌
に
よ
っ
て
旱
魃
地
帯
に
雨
が
降
る
よ

う
に
な
っ
た
話
、
Ｂ
は
病
床
の
小
式
部
内
侍
が
和
歌
を

詠
ん
だ
と
こ
ろ
神
に
認
め
ら
れ
て
快
復
す
る
話
、
Ｃ
は

藤
原
惟
方
が
和
歌
に
よ
っ
て
赦
免
さ
れ
流
刑
の
地
か
ら

帰
還
す
る
話
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
文
脈
を

し
っ
か
り
踏
ま
え
つ
つ
も
手
早
く
か
つ
技
巧
的
に
詠
ま

れ
た
和
歌
が
、
物
語
を
好
転
さ
せ
る
た
め
の
機
能
を
有

す
る
こ
と
を
掴
む
に
は
適
し
て
い
る
も
の
と
判
断
し
た
。

ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
和
歌
に
よ
っ
て
好
転
し
た
後
の
展
開

も
、
降
雨
・
快
復
・
釈
放
と
異
な
っ
て
お
り
、
具
体
的

な
各
説
話
の
内
容
を
「
物
語
の
好
転
」
と
い
う
か
た
ち

に
抽
象
さ
せ
る
活
動
を
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
以

上
を
踏
ま
え
、「
歌
徳
説
話
」
探
究
の
単
元
を
構
成
し

た
。

授
業
の
実
際

　

本
単
元
は
八
時
間
構
成
と
し
、
第
一
時
か
ら
第
五
時

ま
で
を
「
能
は
歌
詠
み
」
の
読
解
に
充
当
し
た
。
残
り

の
三
時
間
で
ジ
グ
ソ
ー
法
に
基
づ
く
活
動
を
展
開
し
、

「
物
語
に
お
け
る
和
歌
の
機
能
と
は
、
ど
の
よ
う
な
も

の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
大
き
な
問
い
に
つ
い
て
自
身
の

考
え
を
深
め
る
時
間
と
し
た
。

①
第
一
時
か
ら
第
五
時

　

ま
ず
、
実
際
の
読
解
を
開
始
す
る
前
に
、
本
単
元
の

「
問
い
（
課
題
） 

」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
物
語
に
お
け

4



上
の
生
徒
が
「
で
き
た
」「
ま
あ
ま
あ
で
き
た
」
を
選

択
し
て
お
り
、
自
由
記
述
形
式
の
設
問
⑸
に
お
い
て
も

「
初
め
て
班
活
動
を
し
な
が
ら
古
文
の
研
究
を
し
て
み

て
、
自
分
た
ち
で
古
文
を
解
読
し
て
い
く
こ
と
が
と
て

も
楽
し
か
っ
た
」「
教
科
書
を
見
て
内
容
を
理
解
す
る

よ
り
も
す
で
に
理
解
し
て
い
る
人
が
口
頭
で
伝
え
る
方

が
当
然
わ
か
り
や
す
く
、
さ
ら
に
相
手
の
考
え
も
知
る

こ
と
が
で
き
る
た
め
自
分
の
考
え
を
深
め
ら
れ
る
良
い

探
究
の
時
間
と
な
っ
た
」
と
い
っ
た
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク

が
見
ら
れ
た
。
な
か
に
は
「
中
３

の
と
き
に
や
っ
た

『
古
今
和
歌
集
』
の
言
の
葉
は
心
を
動
か
す
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
こ
と
に
繫
が
っ
て
い
る
こ
と
に
と
て
も
興

味
を
持
っ
た
」
と
、
過
去
の
学
び
と
関
連
付
け
て
理
解

を
深
め
て
い
る
生
徒
も
散
見
さ
れ
た
。
概
し
て
、
古
典

作
品
に
対
す
る
興
味
関
心
を
惹
起
し
、「
伝
え
合
う
力
」

を
涵
養
で
き
る
単
元
と
な
っ
た
。

お
わ
り
に

　

言
語
活
動
の
方
略
が
広
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、

実
に
多
様
な
授
業
実
践
が
見
ら
れ
る
昨
今
、
着
実
な
教

材
研
究
と
そ
れ
に
基
づ
く
挑
戦
が
、
い
わ
ゆ
る
「
新
カ

リ
」
攻
略
の
カ
ギ
で
あ
る
と
感
じ
た
。
今
後
も
、
生
徒

た
ち
の
資
質
・
能
力
を
さ
ら
に
育
て
て
い
け
る
よ
う
な

授
業
・
単
元
を
組
み
立
て
て
い
き
た
い
。

＊
本
稿
の
『
古
今
和
歌
集
』
引
用
に
つ
い
て
は
、『
新
編 

日
本
古

典
文
学
全
集
』（
小
学
館
）
に
よ
る
。

た
と
こ
ろ
で
、「
歌
徳
説
話
」
と
い
う
枠
組
に
つ
い
て

教
員
か
ら
説
明
を
し
、
こ
の
単
元
で
の
学
習
を
終
了
し

た
。
エ
キ
ス
パ
ー
ト
班
、
ジ
グ
ソ
ー
班
そ
れ
ぞ
れ
の
解

散
に
当
た
っ
て
は
、
必
ず
拍
手
を
送
り
合
い
、
そ
れ
ぞ

れ
の
健
闘
を
た
た
え
合
う
こ
と
と
し
た
た
め
、
終
始
な

ご
や
か
な
雰
囲
気
で
の
学
習
活
動
と
な
っ
た
。

生
徒
た
ち
の
反
応

　

ジ
グ
ソ
ー
法
を
用
い
て
の
協
働
学
習
終
了
後
に
は
、

M
icrosoft Forms

を
用
い
た
リ
フ
レ
ク
シ
ョ
ン
ア
ン

ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
。
担
当
し
て
い
な
い
他
の
ク
ラ
ス

に
も
協
力
を
呼
び
か
け
、
六
七
件
の
回
答
を
得
た
。
設

問
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

⑴ 

探
究
協
働
学
習
に
主
体
的
に
取
り
組
む
こ
と
が
で

き
ま
し
た
か
？

　

⑵ 
自
分
の
考
え
や
意
見
を
他
者
に
伝
え
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
か
？

　

⑶ 

他
者
の
考
え
や
意
見
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
で
き

ま
し
た
か
？

　

⑷ 

探
究
協
働
学
習
を
通
し
て
「
能
は
歌
詠
み
」
本
文

や
歌
徳
説
話
に
つ
い
て
の
理
解
が
深
ま
り
ま
し
た

か
？

　

⑸ 

探
究
協
働
学
習
を
通
し
て
の
感
想
な
ど
あ
れ
ば
教

え
て
く
だ
さ
い
！

　

設
問
⑴
か
ら
⑷
ま
で
は
、「
で
き
た
」「
ま
あ
ま
あ
で

き
た
」「
あ
ま
り
で
き
な
か
っ
た
」「
で
き
な
か
っ
た
」

の
四
段
階
で
自
己
評
価
を
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
結
果
、

設
問
⑴
か
ら
⑷
ま
で
に
お
い
て
は
、
ど
れ
も
九
五
％
以

同
じ
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
者
同
士
を
集
め
、
そ
の
中
で

三
人
〜
四
人
の
グ
ル
ー
プ
を
組
ま
せ
た
（
エ
キ
ス
パ
ー

ト
班
）。
Ａ
を
選
択
し
た
グ
ル
ー
プ
に
は
、
先
述
し
た

「
能
因
法
師
の
祈
雨
の
歌
（
十
ノ
十
） 

」
を
、
Ｂ
に
は

「
小
式
部
内
侍
、
和
歌
で
本
復
（
十
ノ
十
四
） 

」
を
、

Ｃ
に
は
「
藤
原
惟
方
の
流
罪
（
十
ノ
三
十
五
） 

」
を
与

え
、
各
グ
ル
ー
プ
で
読
解
な
ら
び
に
「
能
は
歌
詠
み
」

と
の
共
通
点
や
差
異
を
ま
と
め
さ
せ
る
エ
キ
ス
パ
ー
ト

学
習
に
入
っ
た
。
そ
の
際
、
一
人
一
人
が
そ
の
資
料
の

専
門
家
と
な
っ
て
自
力
で
説
明
で
き
る
よ
う
に
な
ら
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
、
各
自
が
責
任
を

も
っ
て
活
動
に
あ
た
る
よ
う
に
指
示
を
し
た
。
そ
の
甲

斐
あ
っ
て
か
、
生
徒
た
ち
は
自
力
で
補
助
教
材
や
タ
ブ

レ
ッ
ト
端
末
を
駆
使
し
、
未
知
の
語
句
や
文
法
事
項
に

つ
い
て
調
べ
、
そ
の
成
果
を
共
有
し
な
が
ら
読
解
を
進

め
て
い
た
。
そ
の
間
、
教
員
は
エ
キ
ス
パ
ー
ト
班
の
な

か
を
巡
視
し
、
話
し
合
い
や
読
解
が
円
滑
に
進
ん
で
い

な
い
班
に
向
け
て
助
言
や
軌
道
修
正
を
行
っ
た
。

　

こ
の
エ
キ
ス
パ
ー
ト
活
動
を
第
六
時
・
第
七
時
の
二

時
間
を
掛
け
て
行
い
、
第
八
時
に
は
当
初
に
組
ん
だ
ジ

グ
ソ
ー
班
に
戻
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
び
の
成
果
を
二
分

間
で
共
有
さ
せ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
が
読
解
し
た
説
話
の
内

容
や
、「
能
は
歌
詠
み
」
と
の
共
通
点
・
差
異
に
つ
い

て
自
分
た
ち
の
言
葉
で
話
さ
せ
た
の
ち
、
ジ
グ
ソ
ー
班

全
体
で
再
度
「
物
語
に
お
け
る
和
歌
の
機
能
と
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
に
立
ち
返
ら

せ
た
。
ジ
グ
ソ
ー
班
で
意
見
を
ま
と
め
さ
せ
た
後
に
全

体
で
共
有
し
、
最
後
に
は
一
人
一
人
の
考
え
を
書
か
せ
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