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講
座

第

　
　

次
の
古
文
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

猪ゐ
の
し
し

の
子
あ
ま
た
居ゐ

た
る
中
に
、
あ
る
猪
の
子
、「
総
の
司つ
か
さ

と
な
ら
ん
。」
と
思
ひ
て
、

目
を
い
か
ら
し
、
尾を

を
振ふ

つ
て
と
び
め
ぐ
る
。
し
か
れ
ど
も
、
傍ほ
う

輩ば
い

ら
こ
れ
を
敬
は 

ず
。「
さ
ら
ば
。」
と
思
ひ
て
、
羊
の
並な

み
居
た
る
中
に
行
き
て
、
前
の
ご
と
く
振
る

舞ま

ひ
け
れ
ば
、
羊
恐お
そ

れ
て
逃に

げ
隠か
く

れ
ぬ
。
さ
て
こ
の
猪
望
み
を
達
し
て
居
た
る
と
こ

ろ
に
、
狼お
ほ
か
み

一
匹ぴ
き

走
り
来
た
り
け
り
。「
あ
は
や
。」と
は
思
へ
ど
も
、「
我
は
司
な
れ
ば
、

か
れ
も
定
め
て
恐
れ
ん
。」と
思
ひ
て
居
た
る
と
こ
ろ
に
、
狼
と
び
か
か
り
、
耳
を
く

は
へ
て
山
中
に
至
り
ぬ
。

助
け
ず
。
を
め
き
叫さ
け

び
行
く
ほ
ど
に
、
か
の
猪
の

傍
輩
こ
の
声
を
聞
き
つ
け
て
、
つ
ひ
に
力
を
合
は
せ
て
助
け
に
け
り
。
さ
れ
ば
、
も

と
の
猪
ら
に
謝あ

や
ま

り
け
り
。 

（『
伊い

曾そ

保ほ

物
語
』）

　

＊
１
総
の
司
＝
総
司
令
官
。
総
大
将
。　
　

＊
２
傍
輩
＝
仲
間
。

問
一　

線
ａ
「
敬
は
ず
」、
ｂ
「
を
め
き
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
、
す
べ

て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

 

ａ　

　

ｂ　

問
二　
　
　

線
①
「
前
の
ご
と
く
振
る
舞
ひ
け
れ
ば
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
振
る

舞
っ
た
の
で
す
か
。
そ
れ
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
古
文
中
か
ら
十
七
字
で
書

き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

1

＊
１

＊
２

ａ

①

②

ｂ

③

古
文

11

問
三　
　
　

線
②
「
か
れ
も
定
め
て
恐
れ
ん
」
に
つ
い
て
、
次
の
⑴
・
⑵
に
答
え
な

さ
い
。

⑴　
「
か
れ
」
と
は
、
だ
れ
（
何
）
の
こ
と
で
す
か
。
古
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な

さ
い
。 

⑵　
「
定
め
て
恐
れ
ん
」の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

き
っ
と
恐
れ
る
だ
ろ
う
。

イ　

少
し
は
恐
れ
る
だ
ろ
う
。

ウ　

決
し
て
恐
れ
る
こ
と
は
な
い
。

エ　

も
し
か
し
た
ら
恐
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

問
四　

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

猪
の
子　
　
　

イ　

猪
の
傍
輩

ウ　

羊　
　
　
　
　

エ　

狼 

問
五　
　
　

線
③
「
謝
り
け
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
猪
の
子
は
謝
っ
た
の
で
す

か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

自
分
が
最
も
強
い
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
狼
の
ほ
う
が
強
か
っ
た
か
ら
。

イ　

自
分
は
猪
の
総
大
将
な
の
に
、
仲
間
の
猪
を
助
け
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
。

ウ　

羊
の
総
大
将
に
し
て
も
ら
っ
た
の
に
、
羊
た
ち
を
救
え
な
か
っ
た
か
ら
。

エ　

自
分
が
思
い
上
が
っ
た
態
度
を
取
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
仲
間
の
猪
た

ち
が
助
け
て
く
れ
た
か
ら
。 

5
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ウ　

働
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

病
気
が
治
る
見み

込こ

み
が
少
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

問
四　
　
　

線
③
「
せ
ち
に
聞
こ
え
け
れ
ば
」
に
つ
い
て
、
次
の
⑴
・
⑵
に
答
え
な

さ
い
。

⑴　

だ
れ
が
、
だ
れ
に
言
っ
た
の
で
す
か
。

　

　

が　

　

に
。

⑵　

ど
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
の
で
す
か
。
言
っ
た
言
葉
を
古
文
中
か
ら
探
し
、

そ
れ
を
現
代
語
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

 

問
五　
　
　

線
④
「
そ
の
子
悲
し
み
嘆
き
て
」
の
部
分
で
省
略
さ
れ
て
い
る
言
葉
は

何
で
す
か
。
ひ
ら
が
な
一
字
で
書
き
な
さ
い
。 

問
六　
　
　

線
⑤
「
天
地
に
祈
り
願
ひ
け
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
子
供
は
な
ぜ
天
地

に
祈
っ
た
の
で
す
か
。
次
の

ａ
〜
ｃ
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
ａ
は
二

字
、
ｂ
・
ｃ
は
一
字
で
そ
れ
ぞ
れ
書
き
な
さ
い
。

　

こ
の
時
は
ま
だ

ａ

で
、

ｂ

が
咲
く
ま
で
に
は
間
が
あ
り
、
そ
れ
ま

で
父
親
の

ｃ

は
も
た
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
か
ら
。

 

ａ　

　

ｂ　

　
ｃ　

問
七　

こ
の
文
章
の
主
題
を
端た
ん

的て
き

に
表
し
て
い
る
言
葉
を
、
古
文
中
か
ら
二
字
で
書

き
抜ぬ

き
な
さ
い
。 

　
　

次
の
古
文
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

昔
、
山や

ま

越こ
え

の
里
に
老
人
あ
り
け
る
が
、
年
ご
と
に
老
い
て
、
そ
の
う
へ
、
い
み
じ

う
重
き
病
に
臥ふ

し
、
頼た

の

み
少
な
く
な
り
け
る
に
、
た
だ
、
こ
の
谷
の
桜
に
先
立
ち
て
、

花
を
も
見
ず
し
て
死
な
ん
こ
と
の
み
を
嘆な
げ

き
て
、「
い
ま
ひ
と
た
び
花
を
見
て
死
な
ば
、

う
き
世
に
思
ひ
残
す
こ
と
も
あ
ら
じ
」
な
ど
、
せ
ち
に
聞
こ
え
け
れ
ば
、
そ
の
子
悲

し
み
嘆
き
て
、
こ
の
桜
の
木
の
下
に
行
き
て
、「
な
に
と
ぞ
、
わ
が
父
の
死
に
た
ま
は

ざ
る
前
に
花
を
咲さ

か
せ
た
ま
は
れ
」
と
心
を
つ
く
し
て
天
地
に
祈い

の

り
願
ひ
け
る
に
、

そ
の
孝
心
、
鬼き

神し
ん

も
感
じ
た
ま
ひ
け
ん
。
一
夜
の
間
に
花
咲
き
乱
れ
、
あ
た
か
も
三

月
の
頃こ
ろ

の
ご
と
く
な
り
け
る
。
こ
の
祈
り
け
る
日
、
正
月
十
六
日
な
り
け
る
と
ぞ
。

 

（
橘
た
ち
ば
な

南な
ん

谿け
い

『
西
遊
記
』）

　

＊
１
せ
ち
に
聞
こ
え
け
れ
ば
＝
ひ
た
す
ら
言
う
の
で
。

　

＊
２
鬼
神
＝
天
地
万
物
の
霊れ
い

魂こ
ん

や
神
々
。

問
一　

線
ａ
「
そ
の
う
へ
」、
ｂ
「
思
ひ
残
す
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
、

す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

 

ａ　

　

ｂ　

問
二　
　
　

線
①
「
い
み
じ
う
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

ひ
ど
く　
　
　
　

イ　

悲
し
く

ウ　

情
け
な
く　
　
　

エ　

す
ば
ら
し
く 

問
三　
　
　

線
②
「
頼
み
少
な
く
な
り
け
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
最

も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

お
金
が
少
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

診み

て
く
れ
る
医
者
も
い
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

2

ａ

①

②

ｂ

③
＊
１

④

⑤

＊
２

5
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練 

習 

問 

題

　
　

次
の
古
文
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

近
き
頃こ
ろ

名
人
と
称し

よ
う

し
、
公お

ほ
や
け

よ
り
紫む

ら
さ
き
し
ら
べ調

賜た
ま

は
り
し
新し

ん

九く

郎ら
う

こ
と
、
権ご

ん

九く

郎ら
う

と
言
ひ
し

頃
、
日
々
鼓つ
づ
み

を
出し
ゆ
つ

精せ
い

し
け
れ
ど
も
い
ま
だ
心
に
落
ち
ざ
る
折お
り

か
ら
、
年
久ひ
さ

し
く
召め

し

使
ひ
し
老
女
朝
々
茶
な
ど
持
ち
来
た
り
て
権
九
郎
へ
給
仕
し
け
る
が
、
あ
る
時
申
し

け
る
は
、
主
人
の
鼓
も
は
な
は
だ
上
達
の
由よ
し

申
し
け
れ
ば
、
権
九
郎
も
を
か
し
き
こ

と
に
思
ひ
て
、
女
の
こ
と
常
に
鼓
は
聞
け
ど
手て

馴な

れ
し
こ
と
に
も
あ
ら
ず
、
我わ

が
職

分
の
上
達
を
知
る
わ
け
を
尋た

づ

ね
笑
ひ
け
れ
ば
、
老
女
答こ

た

へ
て
、
我
乱ら
ん

舞ぶ

の
こ
と
知
る

べ
き
や
う
な
し
。
し
か
し
な
が
ら
親お
や

新
九
郎
鼓
を
数
年
聞
き
け
る
に
、
朝
々
煎に

け
る

茶ち
ゃ

釜が
ま

へ
音
ご
と
に
響ひ
び

き
聞
こ
え
侍は
べ

る
。
こ
れ
ま
で
権
九
郎
鼓
は
そ
の
こ
と
こ
れ
な
き

と
こ
ろ
、
こ
の
四
、
五
日
は
鼓
の
音
ご
と
に
茶
釜
へ
響
き
け
る
ゆ
ゑ
、
さ
て
こ
そ
上

達
を
知
り
侍
る
と
答
へ
け
る
と
な
り
。
年
久
し
く
耳
馴
る
れ
ば
自
然
と
微び

妙め
う

に
、
よ

し
悪あ

し
も
分
か
る
も
の
と
、
権
九
郎
も
感
じ
け
る
と
な
り
。 
（
根ね

岸ぎ
し

鎮や
す

衛も
り

『
耳み
み

囊ぶ
く
ろ

』）

　

＊
１
公
＝
幕
府
。

　

＊
２
紫 

調
＝
調
は
音
の
調
子
を
整
え
る
た
め
に
鼓
に
つ
け
て
あ
る
ひ
も
の
こ
と
で
、

紫
は
高
い
格
式
を
表
す
色
で
あ
る
。

　

＊
３
新 

九
郎
＝
能
の
小
鼓
を
受
け
持
つ
観か
ん

世ぜ

座ざ

の
新
九
郎
の
こ
と
で
、
代
々
、
こ

の
名
前
を
受
け
継つ

い
で
い
く
。

　

＊
４
出
精
＝
精
を
出
し
て
励は
げ

む
こ
と
。

　

＊
５
心
に
落
ち
ざ
る
＝
満
足
で
き
な
い
。

　

＊
６
朝
々
＝
毎
朝
。　
　

＊
７
職
分
＝
鼓
の
技わ
ざ

。　
　

＊
８
乱
舞
＝
能
。

　

＊
９
親
新
九
郎
鼓
＝
親
で
あ
る
、
前
の
代
の
新
九
郎
の
鼓
。

　

＊
10
煎
け
る
＝
お
湯
を
わ
か
す
。

1

＊
１

＊
２

＊
３

ａ

＊
４

＊
５

＊
６

①

ｂ

＊
７

②

③

＊
８

＊
９

＊
10

問
一　

線
ａ
「
言
ひ
し
」、
ｂ
「
を
か
し
き
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
、
す

べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

 

ａ　

　

ｂ　

問
二　
　
　

線
①
「
主
人
」
と
は
、
だ
れ
の
こ
と
で
す
か
。
古
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き

な
さ
い
。

 

問
三　
　
　

線
②
「
尋
ね
笑
ひ
け
れ
ば
」
と
あ
り
ま
す
が
、
権
九
郎
は
な
ぜ
笑
っ
た

の
で
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

上
達
し
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
自
分
の
鼓
の
音
を
老
女
が
ほ
め
て
く
れ

て
う
れ
し
か
っ
た
か
ら
。

イ　

鼓
の
下
手
な
老
女
が
鼓
の
上
達
法
を
知
っ
て
い
る
と
言
っ
た
の
を
滑こ
っ

稽け
い

に

思
っ
た
か
ら
。

ウ　

鼓
の
価
値
を
知
ら
な
い
は
ず
の
老
女
が
主
人
の
持
つ
鼓
を
ほ
め
た
の
が
不

思
議
だ
っ
た
か
ら
。

エ　

鼓
を
稽
古
し
た
こ
と
の
な
い
老
女
が
鼓
の
上
達
に
つ
い
て
言げ
ん

及き
ゅ
う

し
た
の
が

お
か
し
か
っ
た
か
ら
。

 
問
四　
　
　

線
③
「
老
女
答
へ
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、
老
女
が
語
っ
た
内
容
を
古
文

中
か
ら
探
し
、
そ
の
初
め
と
終
わ
り
の
四
字
を
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

〜

510
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問
五　
　
　

線
部
「
我
が
職
分
の
上
達
を
知
る
わ
け
」
に
つ
い
て
、
Ａ
さ
ん
は
理
解

を
深
め
た
い
と
思
い
、
次
の
よ
う
な
〔
ノ
ー
ト
〕
に
ま
と
め
ま
し
た
。
こ
れ
を

読
ん
で
、
あ
と
の
⑴
〜
⑸
に
答
え
な
さ
い
。

〔
ノ
ー
ト
〕

⑴　

Ⅰ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
古
文
中
か
ら
十
七
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

権
九
郎
の
鼓
の
技
の
上
達
を
知
っ
た
出
来
事

（
老
女
の
話
）

○
前
の
代
の
新
九
郎
の
鼓
の
音
は
、
毎
朝
「

Ⅰ

」。

○
権
九
郎
の
鼓
の
音

こ
れ
ま
で
そ
の
こ
と
（
＝
「

Ⅰ

」
こ
と
）
は
な
か
っ
た
。

/

し
か
し
、「

Ⅱ

」
は
、「
鼓
の
音
ご
と
に
茶
釜
へ
響
き
け
る
」 

（
＝
「

Ⅰ

」）。

/

こ
の
こ
と
で
「

Ⅲ

」
と
答
え
た
。

（
権
九
郎
）

○
老
女
の
話
を
聞
い
て
、

Ⅳ

と
感
心
し
た
。

古
文
を
読
ん
で
気
づ
い
た
こ
と
・
感
想

権
九
郎
と
老
女
の
話
は
、

Ⅴ

と
い
う
こ
と
わ
ざ
に
似
て
い
る
と
思

っ
た
。

⑵　

Ⅱ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
古
文
中
か
ら
六
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

⑶　

Ⅲ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
古
文
中
か
ら
七
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

⑷　

Ⅳ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

長
年
そ
の
家
に
仕
え
て
い
る
者
は
、
当
代
の
主
人
よ
り
も
物
事
が
よ
く

わ
か
っ
て
い
る
も
の
だ

イ　

第
三
者
の
方
が
当
事
者
よ
り
も
、
か
え
っ
て
物
事
の
良
し
悪
し
が
よ
く

わ
か
る
も
の
だ

ウ　

素し
ろ
う
と人

で
も
、
長
年
接
し
て
い
る
物
事
に
つ
い
て
は
、
そ
の
良
し
悪
し
が

わ
か
る
よ
う
に
な
る
も
の
だ

エ　

年
寄
り
と
い
う
も
の
は
、
長
年
の
経
験
で
物
事
の
微び

妙み
ょ
う

な
違ち
が

い
ま
で
わ

か
っ
て
し
ま
う
も
の
だ

 

⑸　

Ⅴ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

門
前
の
小こ

僧ぞ
う

習
わ
ぬ
経き
ょ
う

を
読
む

イ　

馬
の
耳
に
念
仏

ウ　

一
を
聞
い
て
十
を
知
る

エ　

他
山
の
石

 




