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（
四
）
古
典

ア

古
典
を
学
ぶ
意
義

高
等
学
校
の
古
典
の
授
業
で
扱
う
の
は
「
古
文
」
と
「
漢
文
」
で
あ
る
。「
古

文
」
と
は
上
代
か
ら
近
世
ま
で
の
我
が
国
の
文
学
作
品
を
指
す
。
ま
た
「
漢
文
」

と
は
中
国
の
古
典
で
あ
る
が
、
我
が
国
の
古
典
と
し
て
も
享
受
さ
れ
て
き
た
作

品
を
指
し
、
そ
こ
に
は
日
本
人
が
作
っ
た
漢
文
も
含
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
学
習

指
導
要
領
に
は
、
古
典
分
野
で
扱
う
教
材
に
つ
い
て
「
古
典
に
関
連
す
る
近
代

以
降
の
文
章
を
含
め
る
」
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
。

現
代
人
に
と
っ
て
、
「
古
文
」
の
授
業
と
は
「
古
典
文
法
」
「
古
文
単
語
」

な
ど
日
常
生
活
と
ほ
と
ん
ど
関
わ
ら
な
い
分
野
の
学
習
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
上
代
も
中
古
も
中
世
も
近
世
も
、
先
人
た
ち
は
言
葉
を

用
い
て
生
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
や
思
い
を
言
葉
で
残
し
て
き
た
。
そ
の
こ
と

は
今
を
生
き
る
私
た
ち
と
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
つ
ま
り
「
古
文
」
は
当
時
「
現

代
文
」
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
古
典
文
法
や
古
文
単
語
は
、
も
ち
ろ
ん
大
切
な
学

習
内
容
で
あ
る
が
、
一
方
で
生
徒
た
ち
に
は
「
古
文
」
の
作
品
を
楽
し
く
味
わ

わ
せ
た
い
。
古
人
の
関
心
の
対
象
、
感
性
、
知
恵
な
ど
を
知
る
こ
と
で
、
か
え

っ
て
新
鮮
な
感
覚
を
得
て
ほ
し
い
。
文
法
や
単
語
の
学
習
は
読
解
の
た
め
の
一

つ
の
手
段
に
す
ぎ
な
い
。

さ
ら
に
「
漢
文
」
の
学
習
に
つ
い
て
は
、
「
古
文
」
以
上
に
抵
抗
感
を
も
つ

生
徒
も
少
な
く
な
い
だ
ろ
う
。
漢
文
は
古
い
時
代
の
、
し
か
も
中
国
の
文
章
で
、

日
本
文
学
か
ら
は
遠
い
も
の
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
古
文
」
の

世
界
に
生
き
た
人
々
が
「
漢
文
」
を
読
み
、
口
ず
さ
み
な
が
ら
新
し
い
文
物
を

学
ん
で
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
「
古
文
」
と
「
漢
文
」
を
異
質
な
も
の

と
し
て
切
り
離
せ
な
い
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
古
人
が
「
漢
文
」
を
通
じ
て
学

ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
、
現
代
人
の
精
神
世
界
に
ま
で
影
響
を
及
ぼ
し
て
い

る
こ
と
を
思
え
ば
、
教
養
と
し
て
「
漢
文
」
を
学
ぶ
こ
と
の
意
義
は
深
い
。

イ

指
導
の
際
の
留
意
点

生
徒
が
中
学
校
に
お
い
て
学
習
す
る
古
典
は
、
あ
ら
す
じ
や
現
代
語
訳
、
補

足
説
明
が
添
え
ら
れ
た
取
り
組
み
や
す
い
形
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
内
容

理
解
の
深
ま
り
と
い
う
点
で
は
、
高
等
学
校
か
ら
学
習
が
始
ま
る
と
考
え
た
方

が
よ
い
。

中
学
校
の
教
科
書
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
主
な
古
文
教
材
に
は
、
「
竹
取

物
語
」
「
枕
草
子
」
「
徒
然
草
」
「
平
家
物
語
」
「
お
く
の
ほ
そ
道
」
「
万
葉
集
」

「
古
今
和
歌
集
」
「
新
古
今
和
歌
集
」
な
ど
が
あ
る
。
漢
文
教
材
で
は
、
「
論

語
」
「
韓
非
子
」
や
唐
詩
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

（
ア
）
教
材
の
精
選

入
門
教
材
に
は
、
現
代
人
に
も
通
じ
る
よ
う
な
感
性
や
考
え
方
、
お
も
し
ろ

み
の
あ
る
作
品
を
選
び
、
生
徒
の
興
味
を
喚
起
し
た
い
。
ま
た
、
遊
び
の
感
覚

か
ら
入
り
や
す
い
百
人
一
首
を
教
材
に
取
り
入
れ
る
の
も
よ
い
。

古
文
に
お
い
て
は
、
古
典
常
識
に
つ
い
て
学
ん
で
い
な
く
て
も
理
解
し
や
す

い
作
品
か
ら
学
習
を
始
め
、
徐
々
に
古
文
に
描
か
れ
て
い
る
文
物
や
特
徴
的
な

習
慣
、
考
え
方
な
ど
を
理
解
さ
せ
て
い
く
と
よ
い
。
ま
た
、
作
品
の
時
代
背
景

や
歴
史
的
意
義
に
も
目
を
向
け
さ
せ
た
い
。

漢
文
に
お
い
て
は
、
故
事
や
歴
史
と
い
っ
た
比
較
的
理
解
し
や
す
い
内
容
か

ら
始
め
、
思
想
な
ど
の
よ
り
抽
象
的
な
内
容
に
挑
戦
さ
せ
て
い
き
た
い
。
ま
た

漢
詩
に
つ
い
て
は
、
形
式
や
押
韻
な
ど
の
表
現
の
特
色
に
注
目
し
な
が
ら
内
容

を
味
わ
わ
せ
た
い
。
そ
の
際
、
漢
詩
の
音
声
資
料
な
ど
に
よ
っ
て
、
言
葉
の
響
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き
や
リ
ズ
ム
を
実
際
に
確
か
め
さ
せ
る
と
よ
い
。

（
イ
）
音
読
の
指
導

漢
字
の
読
み
方
や
文
節
を
意
識
さ
せ
る
た
め
の
範
読
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、

指
名
読
み
を
さ
せ
た
り
授
業
内
に
練
習
時
間
を
と
っ
た
り
し
て
生
徒
に
も
十
分

に
音
読
を
さ
せ
、
文
章
の
言
い
回
し
や
リ
ズ
ム
に
慣
れ
さ
せ
た
い
。
ま
た
、
有

名
な
古
文
の
冒
頭
文
や
漢
詩
な
ど
は
暗
唱
さ
せ
る
と
よ
い
。

（
ウ
）
ノ
ー
ト
指
導

学
習
内
容
を
整
理
す
る
た
め
、
授
業
ノ
ー
ト
の
書
き
方
を
学
び
始
め
の
時
期

に
具
体
的
に
説
明
し
、
継
続
的
に
指
導
し
た
い
。

こ
ま
め
な
ノ
ー
ト
点
検
に
よ
り
、
生
徒
の
理
解
度
と
つ
ま
ず
い
て
い
る
箇
所

を
把
握
で
き
る
。
古
典
に
慣
れ
さ
せ
る
た
め
の
一
手
段
と
し
て
、
本
文
を
書
き

写
す
作
業
を
勧
め
た
い
。

ま
た
、
生
徒
に
効
率
よ
く
ノ
ー
ト
を
整
理
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
も
大
切
で
あ

る
。
例
え
ば
、
古
文
や
漢
文
の
本
文
を
プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー
等
で
映
し
出
し
て
お

き
、
そ
こ
に
板
書
の
よ
う
に
短
時
間
で
見
や
す
く
書
き
込
み
を
行
う
な
ど
、
さ

ま
ざ
ま
な
方
法
を
試
し
て
み
る
と
よ
い
。

（
エ
）
辞
書
の
活
用

古
文
の
授
業
に
お
い
て
は
、
言
葉
の
単
位
と
し
て
の
「
単
語
」
を
意
識
さ
せ
、

そ
の
一
つ
一
つ
の
意
味
を
押
さ
え
な
が
ら
現
代
語
訳
が
で
き
る
よ
う
、
古
語
辞

典
を
十
分
に
活
用
さ
せ
た
い
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
学
習
を
す
る
入
門
期
に
丁

寧
に
ガ
イ
ダ
ン
ス
を
行
い
、
そ
の
後
も
辞
書
を
引
く
習
慣
が
身
に
付
く
よ
う
継

続
的
に
指
導
し
、
最
終
的
に
は
生
徒
自
身
が
自
主
的
に
調
べ
た
い
単
語
を
見
つ

け
て
学
習
を
重
ね
て
い
く
姿
勢
を
養
い
た
い
。
漢
和
辞
典
に
つ
い
て
も
、
普
段

か
ら
使
っ
て
い
る
生
徒
は
あ
ま
り
多
く
な
い
と
思
わ
れ
る
の
で
、
授
業
で
漢
和

辞
典
を
引
く
よ
う
な
状
況
を
設
け
、
漢
文
の
予
習
等
に
活
用
さ
せ
た
い
。

（
オ
）
古
典
文
法
・
漢
文
句
法
の
指
導

前
述
の
通
り
、
古
典
文
法
・
漢
文
句
法
の
学
習
は
古
典
読
解
の
た
め
の
一
つ

の
手
段
と
捉
え
ら
れ
る
。
生
徒
に
は
「
古
典
の
内
容
を
正
し
く
理
解
し
、
楽
し

ん
で
読
む
た
め
に
文
法
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
」
と
認
識
さ
せ
た
い
。
そ
し
て
、

文
法
の
指
導
を
通
し
て
言
葉
に
対
す
る
意
識
を
高
め
る
と
と
も
に
、
言
葉
に
対

す
る
感
性
を
磨
か
せ
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
初
学
者
に
対
し
て
は
、
古
典
文

法
の
テ
キ
ス
ト
を
最
初
か
ら
詳
細
に
指
導
す
る
の
で
は
な
く
、
生
徒
の
実
態
に

合
わ
せ
た
指
導
内
容
の
精
選
と
指
導
方
法
の
検
討
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ

ん
長
期
的
な
指
導
の
見
通
し
を
も
つ
こ
と
も
肝
要
で
あ
る
。

（
カ
）
古
典
常
識
の
指
導

扱
う
教
材
に
よ
っ
て
は
、
服
装
・
暦
・
官
職
な
ど
の
古
典
常
識
に
つ
い
て
学

ぶ
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
資
料
集
や
古
語
辞
典
の
付
録
の
絵
、
図
な
ど
を
使
っ

て
生
徒
の
興
味
を
引
き
出
し
、
理
解
さ
せ
た
い
。

古
典
常
識
に
つ
い
て
は
難
読
語
も
あ
る
た
め
、
読
み
の
学
習
と
捉
え
て
学
ば

せ
る
こ
と
も
で
き
る
。
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コ
ラ
ム
⑭
【
百
人
一
首
か
ら
創
作
を
！
】

和
歌
は
難
し
い
。
和
歌
が
少
し
分
か
り
や
す
く
感
じ
ら
れ
る
の
は
、
例
え
ば
「
伊
勢
物
語
」
の
授
業
で
、
登
場
人
物
の
心
情
と
と
も
に
歌
わ
れ
た
も
の
を
解

釈
す
る
と
き
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
現
代
短
歌
の
授
業
を
お
も
し
ろ
い
と
感
じ
た
後
に
、
ふ
た
た
び
和
歌
に
触
れ
た
と
き
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
誰

か
に
読
み
方
を
教
え
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
、
な
か
な
か
理
解
し
に
く
い
も
の
で
あ
る
。
生
徒
た
ち
の
大
半
は
、
き
っ
と
和
歌
は
読
み
に
く
い
、
難
し
い
、
苦
手
、

と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
彼
ら
に
、
和
歌
は
感
情
の
ほ
と
ば
し
り
で
あ
り
、
自
分
た
ち
も
気
持
ち
を
共
有
で
き
る
と
い
う
体
験
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

た
ら
、
ど
ん
な
に
か
す
ば
ら
し
い
だ
ろ
う
。

百
人
一
首
に
「
明
け
ぬ
れ
ば
暮
る
る
も
の
と
は
知
り
な
が
ら
な
ほ
う
ら
め
し
き
朝
ぼ
ら
け
か
な
」
と
い
う
歌
が
あ
る
（
第
五
十
二
番
）
。
高
校
一
年
で
習
う

文
法
で
も
十
分
解
釈
は
可
能
だ
。
「
夜
が
明
け
る
と
日
が
暮
れ
る
も
の
だ
と
は
分
か
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
恨
め
し
い
夜
明
け
方
で
あ
る
こ
と
よ
」

口
語
訳
ま
で
は
す
ぐ
で
き
る
。
さ
て
、
そ
こ
か
ら
生
徒
に
質
問
を
し
て
み
よ
う
。
「
ど
う
し
て
恨
め
し
い
？
」
「
朝
が
く
る
の
が
嫌
だ
か
ら
」
「
ど
う
し
て
朝
が

嫌
な
の
？
」
「
起
き
た
く
な
い
か
ら
」
「
う
ー
ん
…
ど
う
し
て
起
き
た
く
な
い
の
？
」
「
学
校
行
き
た
く
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
？
」
「
…
…
…
」
こ
こ
ま
で
の
こ
と
は

な
い
に
せ
よ
、
な
か
な
か
本
当
の
意
味
に
は
た
ど
り
つ
け
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
古
典
の
得
意
な
生
徒
が
、
「
恋
人
と
別
れ
て
会
え
な
く
な
る
の
が
悲
し
い
か
ら
」

と
答
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
正
解
と
し
な
い
方
が
い
い
。
彼
（
彼
女
）
が
ち
ら
り
と
知
識
を
見
せ
て
、
「
通
い
婚
だ
か
ら
、
朝
別
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い

で
す
か
」
と
言
っ
た
ら
、
「
今
晩
ま
た
会
え
る
の
に
ど
う
し
て
悲
し
い
の
？
」
と
、
更
に
問
い
か
け
て
み
よ
う
。
ど
ん
な
答
え
が
返
っ
て
く
る
だ
ろ
う
か
。

「
明
け
ぬ
れ
ば
暮
る
る
も
の
と
は
知
り
な
が
ら
」
、
つ
ま
り
「
今
晩
会
え
る
確
約
が
あ
っ
て
さ
え
」
あ
な
た
と
い
ら
れ
な
い
の
が
つ
ら
い
の
で
す
、
と
い
う

と
こ
ろ
ま
で
読
み
取
れ
た
と
き
、
生
徒
の
人
生
経
験
は
う
ん
と
豊
か
に
な
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
高
校
生
に
「
後
朝
」
を
問
う
わ
け
に

き
ぬ
ぎ
ぬ

は
い
か
な
い
が
、
そ
の
心
情
は
現
代
に
生
き
る
生
徒
た
ち
に
も
十
分
理
解
で
き
る
も
の
だ
と
思
う
。
そ
こ
ま
で
理
解
し
た
生
徒
に
、
現
代
語
訳
を
ベ
ー
ス
と
し

た
創
作
を
自
由
に
さ
せ
て
み
よ
う
。
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
っ
て
取
り
組
ま
せ
る
と
、
あ
れ
や
こ
れ
や
言
い
合
っ
て
楽
し
み
な
が
ら
予
想
以
上
に
お
も
し
ろ
い
作
品

が
生
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
一
人
で
詩
や
小
説
を
書
き
出
す
者
は
そ
れ
で
よ
い
。
国
語
の
授
業
で
あ
れ
ば
言
葉
に
よ
る
表
現
が
望
ま
し
い
が
、
得
意

な
生
徒
が
い
れ
ば
イ
ラ
ス
ト
で
表
現
さ
せ
て
み
て
も
よ
い
と
思
う
。

ど
ん
な
和
歌
を
使
う
か
と
い
う
悩
ま
し
さ
は
あ
る
が
、
マ
ン
ガ
で
も
百
人
一
首
の
解
説
が
出
て
い
る
の
で
、
教
材
研
究
の
参
考
書
は
か
な
り
あ
る
と
思
う
。

◆
参
考
資
料
◆

佐
佐
木
幸
綱
『
口
語
訳
詩
で
味
わ
う
百
人
一
首
』
さ
・
え
・
ら
書
房

二
〇
〇
三
年

吉
海
直
人
監
修
『
マ
ン
ガ
で
読
む
百
人
一
首
』
学
研
教
育
出
版

二
〇
一
三
年



国
語
科
（
国
語
総
合
）
学
習
指
導
案

指
導
者

＊
＊

＊
＊

印

一

日

時

平
成
＊
年
＊
月
＊
日
（
＊
曜
日
）

第
＊
時
間
目
（

分
）

50

二

学

級

第
一
学
年
＊
組

＊
名

三

単
元
名

平
安
朝
の
物
語
文
学
に
親
し
み
、
古
文
の
世
界
へ
の
関
心
を
深
め
よ
う

四

単
元
の
目
標

（
１
）
文
章
に
描
か
れ
た
人
物
、
情
景
、
心
情
な
ど
を
表
現
に
即
し
て
読
み
味
わ
お
う
と
す
る
。
（
関
心
・
意
欲
・
態

度
）

（
２
）
文
章
に
描
か
れ
た
人
物
、
情
景
、
心
情
な
ど
を
表
現
に
即
し
て
読
み
味
わ
う
。
（
読
む
能
力
）（｢

Ｃ
読
む
こ
と｣

（
１
）
の
ウ
）

（
３
）
文
語
の
き
ま
り
な
ど
を
理
解
す
る
。
（
知
識
・
理
解
）
（
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕

（
１
）
の
ア
の
（
イ
））

五

取
り
上
げ
る
言
語
活
動
と
教
材

（
１
）
言
語
活
動

文
章
を
読
ん
で
脚
本
に
し
た
り
、
古
典
を
現
代
の
物
語
に
書
き
換
え
た
り
す
る
こ
と
。
（
読
む
能
力
）
（
Ｃ｢

読

む
こ
と｣

（
２
）
の
ア
）

（
２
）
教
材

「
伊
勢
物
語
」
第
二
十
三
段
〈
筒
井
筒
〉（
『
国
語
総
合
』
＊
＊
出
版
）

六

単
元
の
具
体
的
な
評
価
規
準

（
１
）
登
場
人
物
の
言
動
や
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
把
握
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
を
想
像
し
て
読
み
味
わ
お
う
と
し
て

い
る
。（
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

（
２
）
登
場
人
物
の
言
動
や
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
把
握
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
を
想
像
し
て
読
み
味
わ
っ
て
い
る
。

（
読
む
能
力
）

（
３
）
歴
史
的
仮
名
遣
い
の
き
ま
り
や
文
語
文
法
な
ど
、
古
文
特
有
の
き
ま
り
を
理
解
し
、
読
解
に
生
か
し
て
い
る
。

（
知
識
・
理
解
）

七

指
導
観

（
１
）
単
元
観

古
文
の
学
習
段
階
の
初
期
に
あ
る
生
徒
が
、
物
語
に
親
し
み
、
古
文
の
世
界
へ
の
関
心
を
深
め
る
た
め
に
、
文

法
等
の
知
識
を
さ
ほ
ど
必
要
と
せ
ず
、
少
数
の
登
場
人
物
に
よ
り
物
語
が
展
開
し
て
い
く
作
品
を
取
り
上
げ
、

登
場
人
物
の
心
情
を
深
く
読
み
味
わ
う
学
習
を
設
定
し
た
い
。

（
２
）
学
習
者
観

現
時
点
の
生
徒
の
興
味
・
関
心
は
、
言
葉
の
表
面
的
な
意
味
を
理
解
す
る
段
階
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
本
来
、

感
受
性
の
豊
か
な
生
徒
た
ち
で
あ
る
の
で
、
で
き
る
だ
け
初
期
の
段
階
で
、
古
文
の
時
代
の
人
々
も
、
現
代
に

通
ず
る
精
神
世
界
を
も
ち
、
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
い
た
こ
と
を
実
感
さ
せ
た
い
。

（
３
）
教
材
観

歌
物
語
は
そ
れ
ほ
ど
登
場
人
物
が
多
く
な
く
、
敬
語
等
の
少
な
い
章
段
を
選
択
す
れ
ば
、
古
典
を
学
び
始
め
た

ば
か
り
の
生
徒
で
も
、
描
か
れ
た
心
情
世
界
に
踏
み
込
む
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
和
歌
の
も
つ
意
味
の
深
さ

・
大
き
さ
を
実
感
さ
せ
る
の
に
も
適
し
て
い
る
。
そ
の
中
で
も
、
「
伊
勢
物
語
」
の
「
筒
井
筒
」
は
登
場
人
物

の
行
動
や
歌
に
込
め
ら
れ
た
心
情
を
読
み
取
ら
せ
る
の
に
適
切
な
教
材
で
あ
る
。

八

単
元
の
指
導
計
画
（
配
当
時
間
６
時
間
）

次

◇
評
価
規
準
、
◆
評
価
方
法
、

時
間

学

習

活

動

言
語
活
動
に
関
す
る
指
導
上
の
留
意
点

＊
努
力
を
要
す
る
状
況
と
評
価

し
た
生
徒
へ
の
支
援
の
手
だ
て

・
「
伊
勢
物
語
」
及
び
平

・
教
科
書
や
資
料
集
を
使
っ
て
、
文
学
史
上

◇
（
２
）（
３
）

安
朝
の
物
語
に
つ
い
て

の
意
義
や
位
置
付
け
な
ど
を
確
認
さ
せ

◆
記
述
の
確
認

文
学
史
上
の
意
義
を
知

る
。

（
ノ
ー
ト
）

る
。

・
「
筒
井
筒
」
の
本
文
の

・
本
文
を
読
ま
せ
（
一
斉
読
み･

指
名
読
み
）
、

読
み
方
や
単
語
の
意
味

古
文
の
文
体
に
親
し
ま
せ
る
。

を
確
認
す
る
。

・
意
味
の
分
か
ら
な
い
単
語
を
見
つ
け
出
さ

せ
調
べ
さ
せ
る
。

・
第
一
段
～
第
三
段
の
内

・
適
宜
区
切
り
な
が
ら
口
語
訳
さ
せ
る
。

第
１
次

容
を
把
握
す
る
。

資料７
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・
和
歌
の
修
辞
法
を
学

・
「
筒
井
筒
」
と
「
く
ら
べ
こ
し
」
の
和
歌

４
時
間

び
、
そ
れ
ぞ
れ
の
和
歌

が
ど
ん
な
意
思
表
示
に
な
っ
て
い
る
か
を

を
解
釈
す
る
。

考
え
さ
せ
、
結
婚
ま
で
の
経
緯
を
把
握
さ

・
物
語
の
展
開
上
そ
れ
ぞ

せ
る
。

れ
の
和
歌
が
果
た
す
役

・
夫
の
心
変
わ
り
と
、
「
風
吹
け
ば
」
の
和

割
を
確
認
し
、
そ
こ
か

歌
を
詠
ん
だ
女
の
態
度
に
つ
い
て
ま
と
め

ら
「
歌
物
語
」
と
い
う

さ
せ
る
。

ジ
ャ
ン
ル
を
理
解
す

・
「
君
が
あ
た
り
」
の
和
歌
か
ら
、
高
安
の

る
。

女
の
心
情
を
考
え
さ
せ
る
。

・
当
時
の
結
婚
形
態
に
つ

い
て
知
識
を
得
る
。

・
現
代
語
訳
か
ら
登
場
人

・
第
一
段
落
～
第
三
段
落
の
い
ず
れ
か
を
選

◇
（
１
）

物
の
状
況
・
心
情
を
踏

ば
せ
、
具
体
的
な
状
況
が
述
べ
ら
れ
て
い

◆
行
動
の
観
察

ま
え
、
本
文
に
な
い
場

な
い
場
面
に
つ
い
て
、
現
代
語
で
エ
ピ
ソ

◆
記
述
の
確
認

第
２
次

面
を
創
作
と
し
て
加

ー
ド
を
創
作
さ
せ
る
。

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅱ
）

え
、
読
み
を
深
め
る
。

・
数
人
ず
つ
の
班
に
分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
作

＊
迷
っ
て
い
る
生
徒
に
は
、

２
時
間

品
の
中
か
ら
代
表
作
を
選
ば
せ
、
発
表
さ

男
・
女
・
高
安
の
女
の
誰

せ
る
。

に
最
も
心
ひ
か
れ
た
か
問

い
か
け
、
そ
の
人
物
を
主

人
公
に
据
え
た
破
綻
の
な

い
あ
ら
す
じ
を
つ
く
る
よ

う
助
言
す
る
。

◇
（
２
）

◆
記
述
の
分
析

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅰ
・
Ⅱ
）

九

本
時
の
目
標

本
文
に
な
い
場
面
を
創
作
し
現
代
語
訳
に
加
え
る
作
業
を
通
じ
、
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
を
更
に
読
み
味

わ
う
。（
読
む
能
力
）

十

本
時
の
評
価
規
準

現
代
語
訳
に
、
創
作
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
加
え
る
活
動
を
通
じ
、
登
場
人
物
そ
れ
ぞ
れ
の
心
情
を
想
像
し
な
が
ら
、

読
み
を
深
め
て
い
る
。（
読
む
能
力
）

十
一

本
時
の
指
導
（
全
６
時
間
中
の
５
時
間
目
）

学
習
段
階

学

習

内

容

学

習

活

動

言
語
活
動
に
お
け
る
指
導
上
の
留
意
点

・
本
時
の
学
習
内
容
を
知

①
本
時
の
目
標
と
言
語
活

①
・
評
価
の
観
点
を
基
に
、
本
時
の
目
標
を

る
。

動
に
つ
い
て
確
認
す

示
す
。

る
。

・
登
場
人
物
の
心
理
状
態
を
考
え
、
各

導
入

段
に
合
わ
せ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
創
作

（
５
分
）

す
る
こ
と
を
説
明
す
る
。

・
班
の
メ
ン
バ
ー
は
あ
ら
か
じ
め
指
定

し
て
お
く
。

・
創
作
を
通
し
て
作
品
の
読

②
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅰ
を
使

②
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅰ
を
使
っ
て
各
段
落
の

展
開

み
を
深
め
る
。

い
、
次
の
三
つ
の
テ
ー

あ
ら
す
じ
を
再
度
た
ど
ら
せ
、
内
容
理

（

分
）

マ
の
う
ち
興
味
の
湧
い

解
を
深
め
た
上
で
書
か
せ
る
。

40

た
段
落
を
各
自
選
ぶ
。

［
場
面
Ａ
］
第
一
段

井
戸
の
近
く
で
遊
ん
で

い
た
二
人
が
和
歌
を
交

わ
し
合
う
よ
う
に
な
る

ま
で
の
い
き
さ
つ
。
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［
場
面
Ｂ
］
第
二
段

女
の
親
が
亡
く
な
っ
て

男
が
高
安
に
通
う
よ
う

に
な
る
ま
で
の
い
き
さ

つ
。

［
場
面
Ｃ
］
第
三
段

突
然
通
っ
て
来
な
く
な

っ
た
男
を
待
ち
続
け
る

高
安
の
女
の
暮
ら
し
。

③
挿
入
す
る
話
の
あ
ら
す

③
机
間
指
導
し
、
取
組
の
状
況
を
把
握
す

じ
を
考
え
る
。

る
。

④
創
作
す
る
。
（
約

分

④
字
数
制
限
を
短
め
に
設
定
し
、
時
間
を

20

間
）

か
け
さ
せ
な
い
よ
う
に
す
る
。

◆
行
動
の
観
察

⑤
班
内
で
回
し
読
み
し
、

⑤
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅱ
を
使
っ
て
そ
れ
ぞ
れ

そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
指

の
作
品
の
長
所
を
必
ず
一
つ
は
指
摘
さ

摘
し
合
っ
た
上
で
代
表

せ
る
よ
う
に
す
る
。

作
を
一
つ
選
ぶ
。

◆
記
述
の
分
析

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅰ
・
Ⅱ
）

・
次
時
の
内
容
を
知
る
。

⑥
次
時
の
目
標
と
言
語
活

⑥
評
価
の
観
点
を
基
に
、
次
時
の
目
標
を

終
結

動
に
つ
い
て
確
認
す

示
す
。

（
５
分
）

る
。

十
二

御
高
評



ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅰ

「
伊
勢
物
語
」
〈
筒
井
筒
〉
〝
お
話
を
膨
ら
ま
せ
る
〟
プ
リ
ン
ト一

年

組

番

氏
名

①

〈
筒
井
筒
〉
の
本
文
を
見
て
、
口
語
訳
を
思
い
出
そ
う
。

②

傍
線
部
Ａ
～
Ｃ
の
い
ず
れ
か
の
部
分
を
選
び
、
〈
筒
井
筒
〉
の
話
の
内
容
を
自
由
に
膨
ら
ま
せ
て
み
よ
う
。

一

昔
、
田
舎
わ
た
ら
ひ
し
け
る
人
の
子
ど
も
、
井
の
も
と
に
出
で
て
遊
び
け
る
を
、

Ａ

大
人
に
な
り
に
け
れ
ば
、
男
も
女
も
恥
ぢ
か
は
し
て
あ
り
け
れ
ど
、
男
は
こ
の
女
を
こ
そ
得
め
と
思
ふ
。

女
は
こ
の
男
を
と
思
ひ
つ
つ
、
親
の
あ
は
す
れ
ど
も
、
聞
か
で
な
む
あ
り
け
る
。

さ
て
、
こ
の
隣
の
男
の
も
と
よ
り
、
か
く
な
む
、

筒
井
筒
井
筒
に
か
け
し
ま
ろ
が
丈
過
ぎ
に
け
ら
し
な
妹
見
ざ
る
ま
に

女
、
返
し
、

く
ら
べ
こ
し
振
り
分
け
髪
も
肩
過
ぎ
ぬ
君
な
ら
ず
し
て
た
れ
か
上
ぐ
べ
き

な
ど
言
ひ
言
ひ
て
、
つ
ひ
に
本
意
の
ご
と
く
あ
ひ
に
け
り
。

Ｂ
二

さ
て
、
年
ご
ろ
経
る
ほ
ど
に
、
女
、
親
な
く
、
頼
り
な
く
な
る
ま
ま
に
、
も
ろ
と
も
に
言
ふ
か
ひ
な
く
て

あ
ら
む
や
は
と
て
、
河
内
の
国
高
安
の
郡
に
、
行
き
通
ふ
所
出
で
来
に
け
り
。

さ
り
け
れ
ど
、
こ
の
も
と
の
女
、
あ
し
と
思
へ
る
け
し
き
も
な
く
て
、
出
だ
し
や
り
け
れ
ば
、
男
、
異
心

あ
り
て
か
か
る
に
や
あ
ら
む
と
、
思
ひ
疑
ひ
て
、
前
栽
の
中
に
隠
れ
ゐ
て
、
河
内
へ
い
ぬ
る
顔
に
て
見
れ
ば
、

こ
の
女
、
い
と
よ
う
化
粧
じ
て
、
う
ち
な
が
め
て
、

風
吹
け
ば
沖
つ
白
波
た
つ
た
山
夜
半
に
や
君
が
ひ
と
り
越
ゆ
ら
む

と
よ
み
け
る
を
聞
き
て
、
限
り
な
く
か
な
し
と
思
ひ
て
、
河
内
へ
も
行
か
ず
な
り
に
け
り
。

三

ま
れ
ま
れ
か
の
高
安
に
来
て
み
れ
ば
、
初
め
こ
そ
心
に
く
く
も
つ
く
り
け
れ
、
今
は
う
ち
と
け
て
、
手
づ

か
ら
い
ひ
が
ひ
取
り
て
、
笥
子
の
う
つ
は
も
の
に
盛
り
け
る
を
見
て
、

Ｃ
心
う
が
り
て
行
か
ず
な
り
に
け
り
。
さ
り
け
れ
ば
、
か
の
女
、
大
和
の
方
を
見
や
り
て
、

君
が
あ
た
り
見
つ
つ
を
を
ら
む
生
駒
山
雲
な
隠
し
そ
雨
は
降
る
と
も

と
言
ひ
て
見
出
だ
す
に
、
か
ら
う
じ
て
、
大
和
人
、
「
来
む
。
」
と
言
へ
り
。
喜
び
て
待
つ
に
、
た
び
た
び
過

ぎ
ぬ
れ
ば
、

君
来
む
と
言
ひ
し
夜
ご
と
に
過
ぎ
ぬ
れ
ば
頼
ま
ぬ
も
の
の
恋
ひ
つ
つ
ぞ
経
る

と
言
ひ
け
れ
ど
、
男
住
ま
ず
な
り
に
け
り
。

場
面
（

）
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ワ
ー
ク
シ
ー
ト
Ⅱ

一
年

組

番

氏
名

あ
な
た
の
班
は

班

あ
な
た
の
班
の
作
品
は

選
ん
だ

選
ん
だ

班

員

名

作
品
の
長
所
と
感
想

No

場
面

作
品
に
○

例

＊
＊

＊
＊

Ａ

○

＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
＃
。

１２３４５６
あ
な
た
の
班
の
選
ん
だ
作
品
は

作

者

名

場
面

選
ん
だ
理
由
・
作
品
の
長
所

No
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国
語
科
（
国
語
総
合
）
学
習
指
導
案

指
導
者

＊
＊

＊
＊

印

一

日

時

平
成
＊
年
＊
月
＊
日
（
＊
曜
日
）

第
＊
時
間
目
（

分
）

50

二

学

級

第
一
学
年
＊
組
（
＊
名
）

三

単
元
名

漢
文
訓
読
の
知
識
を
用
い
て
ま
と
ま
っ
た
文
章
を
読
み
、
書
き
手
の
意
図
を
理
解
し
よ
う
。

四

単
元
の
目
標

（
１
）
文
章
の
構
成
や
展
開
を
確
か
め
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
評
価
し
た
り
、
書
き
手
の
意
図
を
捉

え
た
り
し
よ
う
と
す
る
。
（
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

（
２
）
文
章
の
構
成
や
展
開
を
確
か
め
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
評
価
し
た
り
、
書
き
手
の
意
図
を
捉

え
た
り
す
る
。
（
読
む
能
力
）
（
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
（
１
）
の
エ
）

（
３
）
訓
読
の
き
ま
り
な
ど
を
理
解
す
る
。
（
知
識
・
理
解
）
（
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す

る
事
項
〕
（
１
）
の
ア
の
（
イ
）
）

五

取
り
上
げ
る
言
語
活
動
と
教
材

（
１
）
言
語
活
動

さ
ま
ざ
ま
な
文
章
を
読
み
比
べ
、
内
容
や
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
、
感
想
を
述
べ
た
り
批
評
す
る
文
章

を
書
い
た
り
す
る
こ
と
。
（
「
Ｃ
読
む
こ
と
」
（
２
）
の
エ
）

（
２
）
教
材
「
漁
夫
之
利
」
「
狐
借
虎
威
」
「
守
株
」
（
『
国
語
総
合
』
＊
＊
出
版
）

六

単
元
の
具
体
的
な
評
価
規
準

（
１
）
寓
話
を
用
い
た
論
説
の
巧
み
さ
を
考
え
る
と
と
も
に
、
作
品
を
通
し
て
伝
え
た
か
っ
た
書
き
手
の
意
図

を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
（
関
心
・
意
欲
・
態
度
）

（
２
）
寓
話
を
用
い
た
論
説
の
巧
み
さ
を
考
え
る
と
と
も
に
、
作
品
を
通
し
て
伝
え
た
か
っ
た
書
き
手
の
意
図

を
読
み
取
っ
て
い
る
。
（
読
む
能
力
）

（
３
）
返
り
点
や
送
り
仮
名
な
ど
、
漢
文
特
有
の
き
ま
り
を
理
解
し
、
読
解
に
生
か
し
て
い
る
。
（
知
識
・
理
解
）

七

指
導
観

（
１
）
単
元
観

返
り
点
な
ど
漢
文
の
き
ま
り
に
つ
い
て
も
指
導
を
す
る
が
、
入
門
期
で
あ
る
の
で
、
漢
文
の
表
現
の
お

も
し
ろ
さ
に
気
付
か
せ
、
興
味
を
も
た
せ
る
こ
と
を
学
習
の
中
心
と
し
た
い
。

（
２
）
生
徒
観

国
語
力
、
特
に
古
典
を
読
む
力
に
つ
い
て
は
自
信
の
な
い
生
徒
が
多
い
が
、
指
導
者
の
話
を
素
直
に
聞

く
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
内
容
に
興
味
を
も
た
せ
、
苦
手
意
識
を
払
拭
さ
せ
た
い
。

（
３
）
教
材
観

親
し
み
の
あ
る
故
事
成
語
の
成
り
立
ち
に
関
わ
る
小
話
な
の
で
、
生
徒
に
関
心
を
も
た
せ
や
す
い
。

八

単
元
の
指
導
計
画
（
配
当
時
間
４
時
間
）

次

◇
評
価
規
準
、
◆
評
価
方
法
、

時
間

学

習

活

動

言
語
活
動
に
関
す
る
指
導
上
の
留
意
点

＊
努
力
を
要
す
る
状
況
と
評
価

し
た
生
徒
へ
の
支
援
の
手
だ
て

・
「
漁
夫
之
利
」
「
狐
借

・
繰
り
返
し
本
文
を
音
読
（
一
斉
読
み

◇
（
３
）

虎
威
」
「
守
株
」
の
本

･

指
名
読
み
）
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、

◆
記
述
の
確
認

第
１
次

文
の
読
み
方
や
単
語

漢
文
の
リ
ズ
ム
に
親
し
ま
せ
る
。

（
ノ
ー
ト
）

の
意
味
、
句
法
を
確

・
漢
文
読
解
に
必
要
な
句
法
や
語
法
を

認
す
る
。

説
明
し
習
得
さ
せ
る
。

＊
取
組
が
不
十
分
な
生
徒
に
対

・
「
漁
夫
之
利
」
「
狐
借

・
「
漁
夫
之
利
」「
狐
借
虎
威
」「
守
株
」

し
て
、
ノ
ー
ト
の
添
削
指
導

３
時
間

虎
威
」
「
守
株
」
の
内

の
故
事
成
語
と
し
て
の
意
味
を
調
べ

や
助
言
等
を
行
う
。

容
を
そ
れ
ぞ
れ
把
握

さ
せ
、
ど
の
よ
う
な
故
事
か
ら
導
か

す
る
。

れ
た
も
の
か
興
味
を
も
た
せ
る
。

・
教
科
書
の
脚
注
を
参
考
に
口
語
訳
さ

せ
る
。
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・
「
漁
夫
之
利
」
に
お
け

・
班
単
位
で
活
動
さ
せ
る
。

◇
（
１
）
（
２
）

る
「
鷸
」
「
蚌
」
「
漁

◆
記
述
の
確
認

第
２
次

者
」
、
「
狐
借
虎
威
」

・
各
話
に
お
い
て
、
書
き
手
が
寓
話
を

（
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
）

に
お
け
る
「
百
獣
」

巧
み
に
用
い
、
自
分
の
主
張
に
説
得

「
虎
」「
狐
」
、「
守
株
」

力
を
も
た
せ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か

＊
取
組
が
不
十
分
な
生
徒
に
は

に
お
け
る
「
宋
人
」

せ
る
。

ノ
ー
ト
提
出
を
求
め
、
再
度

１
時
間

の
行
動
が
、
そ
れ
ぞ

ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
取
り
組
ま

れ
何
を
た
と
え
た
も

せ
る
。

の
か
を
確
認
す
る
。

・
各
話
の
書
き
手
が
、

・
中
国
の
戦
国
時
代
に
、
巧
み
な
弁
舌

寓
話
を
用
い
て
ど
の

で
持
論
を
展
開
し
た
遊
説
家
や
思
想

よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ

家
が
い
た
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
。

を
発
し
て
い
る
か
を

読
み
取
る
。

九

本
時
の
目
標

動
物
や
人
物
が
た
と
え
て
い
る
も
の
を
把
握
し
、
論
の
展
開
方
法
を
読
み
比
べ
、
味
わ
う
。
（
読
む
能
力
）

十

本
時
の
評
価
規
準

動
物
や
人
物
が
た
と
え
て
い
る
も
の
を
把
握
し
、
論
の
展
開
方
法
を
読
み
比
べ
、
味
わ
っ
て
い
る
。
（
読
む

能
力
）

十
一

本
時
（
全
４
時
間
中
の
４
時
間
目
）
の
指
導

学
習

学

習

内

容

学

習

活

動

言
語
活
動
に
お
け
る
指
導
上
の
留
意
点

段
階

・
本
時
の
学
習
内

①
本
時
の
目
標
と
言
語
活
動
に

①
評
価
の
観
点
を
基
に
本
時
の
目
標
を
示
す
。

導

入

容
を
知
り
、
班

つ
い
て
確
認
す
る
。

・
相
手
を
説
得
す
る
た
め
の
話
の
組
み
立
て
方

(

５
分)

活
動
の
準
備
を

の
巧
み
さ
に
気
付
か
せ
る
。

す
る
。

・
班
の
メ
ン
バ
ー
は
あ
ら
か
じ
め
決
め
て
お
く
。

・
各
文
章
を
要
約

②
班
ご
と
に
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

②
口
語
訳
を
参
考
に
、
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
使
っ

し
、
た
と
え
を

を
見
な
が
ら
口
頭
で
各
話
を

て
班
で
確
認
さ
せ
る
。

指
摘
し
、
そ
の

要
約
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
た
と

論
説
の
巧
み
さ

え
に
つ
い
て
話
し
合
う
。

を
知
る
。

［
漁
夫
之
利
］

展

開

鷸
・
蚌
・
漁
者

［
狐
借
虎
威
］

(

分)

百
獣
・
虎
・
狐

35

〔
守
株
］
宋
人
の
行
動

③
寓
話
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い

③
脚
注
に
よ
り
中
国
の
戦
国
時
代
の
政
治
情
勢

る
教
訓
や
思
想
を
確
認
し
、

等
を
確
認
さ
せ
、
各
話
に
つ
い
て
、
各
自
ワ

文
章
に
ま
と
め
る
。

ー
ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
さ
せ
る
。

終

結

・
本
時
の
学
習
内

④
た
と
え
の
効
果
と
三
編
の
論

④
た
と
え
の
効
果
を
班
で
話
し
合
わ
せ
、
ワ
ー

(

分)

容
を
振
り
返

理
展
開
の
巧
み
さ
に
つ
い
て

ク
シ
ー
ト
に
ま
と
め
さ
せ
る
。

10

る
。

班
で
話
し
合
い
、
ま
と
め
る
。
・
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
を
回
収
す
る
。

◆｢

記
述
の
確
認｣

ワ
ー
ク
シ
ー
ト

十
二

御
高
評



書き手が伝えたかったことは？ 書き手が伝えたかったことは？ 書き手が伝えたかったことは？

○たとえ話を使うと、書き手の意図が読み手に伝わりやすくなるのはなぜか。班で話し合い、分かったことを記そう。

漢
文
「
故
事
三
編
」
ワ
ー
ク
シ
ー
ト

一
年

組

番

氏
名
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