
─ 22 ─

講
座

第

古
文

６

　
　

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

〔
古
文
〕

　

冬
も
来
ぬ
れ
ば
、
け
さ
よ
り
な
る
る
う
づ
み
火
の
も
と
、
や
う
や
う
立
ち
は
な
れ

が
た
し
。
露つ
ゆ

と
霜し
も

と
お
き
か
は
し
、
も
み
ぢ
い
ろ
こ
く
、
木
々
の
こ
ず
ゑ
、
浅あ
さ

茅ぢ

が

原
も
、
冬
が
れ
の
け
し
き
と
な
り
、
お
も
が
は
り
す
る
も
、
秋
に
こ
と
な
る
な
が
め

な
り
。
神か
ん

無な

月づ
き

の
時し
ぐ
れ雨

も
す
ぎ
て
、
日
あ
た
た
か
な
れ
ば
、
す
こ
し
春
あ
る
心こ
こ
ち地

す
。

う
べ
此こ

の
月
を
小
春
と
ぞ
い
へ
る
。

 

（
貝か
い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

『
益
軒
十じ
っ

訓く
ん

』）

＊
１
浅
茅
が
原
＝
た
け
の
低
い
ち
が
や
（
草
の
名
）
の
生
え
て
い
る
野
原
。

〔
現
代
語
訳
〕

　

冬
も
近
づ
い
て
、
今
朝
か
ら
火
を
入
れ
た
火ひ

鉢ば
ち

の
そ
ば
も
、
だ
ん
だ
ん
と
離は
な

れ
に

く
く
な
る
。
露
と
霜
と
が
お
き
か
わ
り
、
も
み
じ
の
色
が
濃こ

く
な
っ
て
、
木
々
の
こ

ず
え
や
、
浅
茅
が
原
も
、
冬ふ
ゆ

枯が

れ
の
景
色
と
な
り
、
様
子
が
変
わ
っ
て
い
く
の
も
、

秋
と
は
違ち
が

っ
た
な
が
め
で
あ
る
。
十
月
の
時
雨
の
こ
ろ
も
過
ぎ
て
し
ま
う
と
、
日
ざ

し
も
暖
か
い
の
で
、
少
し
春
め
い
た
感
じ
が
す
る
。
こ
の
月
を
小
春
と
呼
ぶ
の
も
も

っ
と
も
で
あ
る
。

問
一　

線
ａ
「
お
き
か
は
し
」、
ｂ
「
い
へ
る
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て

書
き
な
さ
い
。

 

ａ　

　

ｂ　

問
二　
　
　

線
①
「
秋
に
こ
と
な
る
な
が
め
な
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
冬
の
「
な
が

め
」
と
し
て
適・
当・
で・
は・
な・
い・
も・
の・
を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え

1

ａ

＊
１

①

②

③

ｂ

な
さ
い
。

ア　

も
み
じ
の
色
が
濃
く
な
る
こ
と

イ　

霜
が
お
り
る
こ
と

ウ　

冬
枯
れ
の
景
色
に
な
る
こ
と

エ　

露
が
つ
く
こ
と 

問
三　
　
　

線
②
「
此
の
月
」
と
は
何
月
で
す
か
。

 

問
四　
　
　

線
③
「
小
春
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
ど
ん
な
理
由
か
ら
「
小
春
」

と
い
う
名
が
も
っ
と
も
だ
と
思
っ
た
の
で
す
か
。

問
五　

こ
の
文
章
で
描え
が

か
れ
て
い
る
時
期
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　

初
春

イ　

仲ち
ゅ
う

秋し
ゅ
う

ウ　

初
冬

エ　

晩
冬 

　
　

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

〔
古
文
〕

　

あ
る
犬
、
肉し
し
む
ら

を
く
は
え
て
川
を
渡わ
た

る
。
ま
ん
中
の
ほ
ど
に
て
、
そ
の
影か
げ

水
に
映
り

2
55
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る
の
は
ど
こ
か
ら
で
す
か
。
そ
の
初
め
の
五
字
を
古
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ

い
。 

問
四　

こ
の
文
章
で
作
者
が
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
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　

他
人
の
持
っ
て
い
る
も
の
は
、
何
で
も
よ
く
見
え
る
と
い
う
こ
と

イ　

二
つ
の
欲
望
は
、
同
時
に
は
か
な
え
ら
れ
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と

ウ　

欲
ば
り
す
ぎ
る
と
、
か
え
っ
て
思
わ
ぬ
損
を
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

エ　

油
断
す
る
と
、
同
じ
失
敗
を
く
り
返
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と

 

て
、
大
き
に
見
え
け
れ
ば
、「
わ
が
く
は
ふ
る
と
こ
ろ
の
肉
よ
り
大
き
な
る
」と
心
得

て
、
こ
れ
を
捨
て
て
か
れ
を
取
ら
ん
と
す
。
か
か
る
ゆ
ゑ
に
、
二
つ
な
が
ら
こ
れ
を

失
ふ
。
そ
の
ご
と
く
、
重
欲
心
の
輩と
も
が
ら

は
、
他
の
財
を
う
ら
や
み
、
事
に
ふ
れ
て
貪む
さ
ぼ

る

ほ
ど
に
、
た
ち
ま
ち
天て
ん

罰ば
つ

を
か
う
む
る
。
わ
が
持
つ
と
こ
ろ
の
財
を
も
失
ふ
こ
と
あ

り
け
り
。 

（『
伊い

曾そ

保ほ

物
語
』）

〔
現
代
語
訳
〕

　

あ
る
犬
が
、
肉
を
く
わ
え
て
川
を
渡
る
。
ま
ん
中
あ
た
り
の
所
で
、
そ
の
影
が（
川

の
）
水
に
映
っ
て
、（
肉
が
）
大
き
く
見
え
た
の
で
、「
私
が
く
わ
え
て
い
る
肉
よ
り

大
き
い
」
と
思
っ
て
、
こ
れ
を
捨
て
て
（
影
に
な
っ
て
映
っ
て
い
る
）
肉
を
取
ろ
う

と
し
た
。
こ
の
た
め
に
、
二
つ
と
も
失
っ
た
。
そ
の
よ
う
に
、
欲
の
深
い
者
ど
も
は
、

他
の
人
の
財
産
を
う
ら
や
ま
し
く
思
い
、
何
か
の
機
会
に
つ
け
て
欲
ば
る
の
で
、
た

ち
ま
ち
天
罰
を
こ
う
む
る
。
自
分
の
持
っ
て
い
る
財
産
を
も
失
う
こ
と
が
あ
る
も
の

だ
。

問
一　
　
　

線
①
「
こ
れ
」
の
指
し
て
い
る
も
の
を
古
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

問
二　
　
　

線
②
「
取
ら
ん
と
す
」
に
つ
い
て
、
次
の
⑴
・
⑵
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　
「
取
ら
ん
と
す
」
の
動
作
主
を
古
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

⑵　
「
取
ら
ん
と
す
」
と
い
う
行
動
を
起
こ
し
た
の
は
、
な
ぜ
で
す
か
。

問
三　

こ
の
文
章
を
事
例
と
教
訓
の
二
つ
に
分
け
る
と
す
る
と
、
教
訓
を
述
べ
て
い

①

②

55

⑴　

次
の　
　

線
部
の
品
詞
名
を
あ
と
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

・
雨
が
い
き
な
り
降
り
出
し
た
。
で
も
、
だ
れ
も
傘か
さ

を
持
っ
て
い
な
か
っ
た
。

・「
こ
ん
に
ち
は
。
そ
の
犬
、
か
わ
い
い
ね
。」
と
、
友
達
が
私
に
言
っ
た
。

・
に
ぎ
や
か
な
声
が
隣と
な
り

の
教
室
か
ら
聞
こ
え
る
。

ア　

名
詞　
　
　

イ　

副
詞　
　

ウ　

連
体
詞　
　

エ　

接
続
詞

オ　

感
動
詞　
　

カ　

動
詞　
　

キ　

形
容
詞　
　

ク　

形
容
動
詞

 

①（

）　

②（

）　

③（

）　

④（

）

 

⑤（

）　

⑥（

）　

⑦（

）　

⑧（

）

⑵　

次
の　
　

線
部
の
単
語
を
助
詞
と
助
動
詞
に
分
類
し
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

こ
の
本
は
、
と
て
も
お
も
し
ろ
い
ら
し
い
。
僕ぼ
く

も
早
く
読
み
た
い　
な
あ
。

 

助
詞（

）　

助
動
詞（

）

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

①

②

③

④

⑤

品
詞
分
類
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練 

習 

問 

題

1015

5105

　
　

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

〔
古
文
〕

　

こ
ぞ
の
夏
、
竹
植う
う

る
日
の
こ
ろ
、
う
き
節ふ
し

茂し
げ

き
う
き
世
に
生う
ま

れ
た
る
娘む
す
め

、
お
ろ
か

に
し
て
も
の
に
さ
と
か
れ
と
て
、
名
を
さ
と
と
よ
ぶ
。
こ
と
し
誕
生
日
祝
ふ
こ
ろ
ほ

ひ
よ
り
、
て
う
ち
て
う
ち
あ
は
は
、
お
つ
む
て
ん
て
ん
、
か
ぶ
り
か
ぶ
り
ふ
り
な
が

ら
、
お
な
じ
子
ど
も
の
風か
ざ

車ぐ
る
ま

と
い
ふ
も
の
を
も
て
る
を
、
し
き
り
に
ほ
し
が
り
て
む

づ
か
れ
ば
、
と
み
に
と
ら
せ
け
る
を
、
や
が
て
む
し
や
む
し
や
し
や
ぶ
つ
て
捨
て
、

露つ
ゆ

程ほ
ど

の
執し
ふ

念ね
ん

な
く
、
直た
だ
ち

に
外ほ
か

の
物
に
心
う
つ
り
て
、
そ
こ
ら
に
あ
る
茶ち
や

碗わ
ん

を
打う
ち

破や
ぶ

り

つ
つ
、
そ
れ
も
た
だ
ち
に
倦あ
き

て
、
障し
や
う

子じ

の
う
す
紙
を
め
り
め
り
む
し
る
に
、「
よ
く
し

た
よ
く
し
た
。」と
ほ
む
れ
ば
、
誠ま
こ
と

と
思
ひ
、
き
や
ら
き
や
ら
と
笑
ひ
て
、
ひ
た
む
し

り
に
む
し
り
ぬ
。
心
の
う
ち
一
点
の
塵ち
り

も
な
く
、
名
月
の
き
ら
き
ら
し
く
清
く
見
ゆ

れ
ば
、
迹あ
と

な
き
俳わ
ざ

優を
ぎ

見
る
や
う
に
、
な
か
な
か
心
の
皺し

わ

を
伸の

ば
し
ぬ
。

　

又ま
た

、
人
の
来き
た

り
て
、「
わ
ん
わ
ん
は
ど
こ
に
。」と
い
へ
ば
、
犬
に
指ゆ
び
さ

し
、「
か
あ
か

あ
は
。」と
問
へ
ば
、
烏か
ら
す

に
ゆ
び
さ
す
さ
ま
、
口
も
と
よ
り
爪つ
ま

先さ
き

迄ま
で

、
愛あ
い

嬌け
う

こ
ぼ
れ
て

あ
い
ら
し
く
、
い
は
ば
春
の
初
草
に
胡こ

蝶て
ふ

の
戯た
わ
む

る
る
よ
り
も
や
さ
し
く
な
ん
覚
え
侍は
べ

る
。 

（
小こ

林ば
や
し

一い
っ

茶さ

『
お
ら
が
春
』）

〔
現
代
語
訳
〕

　

去
年
の
夏
、
竹
を
植
え
る
の
に
よ
い
と
い
う
日
（
陰い
ん

暦れ
き

の
五
月
十
三
日
）
の
頃こ
ろ

、

つ
ら
い
こ
と
の
多
い
こ
の
世
に
生
ま
れ
た
娘
に
、（
生
ま
れ
つ
き
は
）愚お
ろ

か
で
あ
っ
て

も
利
口
に
育
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
、
名
を
さ
と
と
つ
け
た
。
今
年
の
誕
生
日
を
祝

う
頃
か
ら
、「
ち
ょ
う
ち
ち
ょ
う
ち
、
あ
わ
わ
」「
お
つ
む
て
ん
て
ん
」（
と
い
う
遊
び

も
覚
え
）、「
か
ぶ
り
か
ぶ
り
」
と
頭
を
振ふ

り
な
が
ら
、
同
じ
年
頃
の
子
供
が
風
車
と

い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
し
き
り
に
ほ
し
が
っ
て
む
ず
か
る
の
で
、

す
ぐ
に
与あ
た

え
る
と
、
間
も
な
く
む
し
ゃ
む
し
ゃ
と
し
ゃ
ぶ
っ
て
捨
て
、
少
し
の
執し
ゅ
う

着ち
ゃ
く

1

①

②

③

④

⑤

心し
ん

も
な
く
、
す
ぐ
に
ほ
か
の
物
に
心
移
り
し
て
、
そ
こ
ら
に
あ
る
茶
碗
を
打
ち
こ
わ

し
て
い
る
か
と
思
う
と
、
そ
れ
も
す
ぐ
に
飽あ

き
て
し
ま
い
、
障
子
の
薄う

す

紙が
み

を
め
り
め

り
と
む
し
る
の
で
、「
よ
く
や
っ
た
、
よ
く
や
っ
た
」と
ほ
め
て
や
る
と
、
本
当
に
ほ

め
ら
れ
た
と
思
い
、「
き
ゃ
っ
き
ゃ
っ
」と
笑
っ
て
、
一
生
懸け
ん

命め
い

に
む
し
っ
て
し
ま
っ

た
。
心
の
中
に
は
少
し
の
塵
も
な
く
、
ま
る
で
名
月
が
き
ら
き
ら
と
光
り
輝か
が
や

く
よ
う

に
清
ら
か
に
見
え
る
の
で
、
並
ぶ
も
の
の
な
い
名
優
の
演
技
で
も
見
て
い
る
よ
う
で
、

大
い
に
心
の
皺
を
伸
ば
し
た
。

　

ま
た
、
人
が
来
て
、「
わ
ん
わ
ん
は
ど
こ
に
」
と
い
う
と
、
犬
を
指
さ
し
、「
か
あ

か
あ
は
」
と
問
う
と
、
烏
を
指
さ
す
さ
ま
は
、
口
も
と
か
ら
爪
先
ま
で
愛あ
い

敬き
ょ
う

が
あ
ふ

れ
て
愛
ら
し
く
、
た
と
え
て
い
え
ば
、
春
の
若
草
に
蝶ち
ょ
う

々ち
ょ
う

が
戯
れ
て
い
る
の
よ
り
も

優
美
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

問
一　
　
　

線
①
「
と
み
に
と
ら
せ
け
る
を
」
に
あ
た
る
現
代
語
訳
を
書
き
抜ぬ

き
な

さ
い
。

 

問
二　
　
　

線
②
「
な
か
な
か
心
の
皺
を
伸
ば
し
ぬ
」
に
つ
い
て
、
次
の
⑴
・
⑵
に

答
え
な
さ
い
。

⑴　
「
心
の
皺
を
伸
ば
（
す
）」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
た
と
え
た
表
現
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　

気
持
ち
が
ゆ
っ
た
り
と
し
て
晴
れ
や
か
に
な
っ
た
こ
と

イ　

積
み
重
な
っ
て
い
た
誤
解
が
と
け
た
こ
と

ウ　

思
わ
ず
見
と
れ
て
心
が
ひ
き
つ
け
ら
れ
た
こ
と

エ　

お
互た
が

い
の
心
と
心
と
が
通
じ
合
っ
た
こ
と 
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5

⑵　

⑴
の
よ
う
な
状
態
に
な
っ
た
原
因
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
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
。

 

　

〜　

問
三　
　
　

線
③
「
問
へ
ば
」、
④
「
ゆ
び
さ
す
」の
動
作
主
を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ

選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

迹
な
き
俳
優　
　

イ　

さ
と 

③　

　

④　

ウ　

お
な
じ
子
ど
も　
　

エ　

人

問
四　
　
　

線
⑤
「
名
を
さ
と
と
つ
け
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
一
茶
は
ど
の
よ
う
な

思
い
を
込こ

め
て
「
さ
と
」
と
い
う
名
前
を
つ
け
た
の
で
す
か
。
古
文
中
か
ら
十

三
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

　
　

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

　

つ
れ
づ
れ
な
る
折を
り

、
昔
の
人
の
文ふ
み

見
出い

で
た
る
は
、
た
だ
そ
の
折
の
心こ
こ
ち地

し
て
、

い
み
じ
く
う
れ
し
く
こ
そ
お
ぼ
ゆ
れ
。
ま
し
て
亡な

き
人
な
ど
の
書
き
た
る
も
の
な
ど

見
る
は
、
い
み
じ
く
あ
は
れ
に
、
年
月
の
多
く
積
も
り
た
る
も
、
た
だ
今
筆
う
ち
濡ぬ

ら
し
て
書
き
た
る
や
う
な
る
こ
そ
、
返
す
返
す
め
で
た
け
れ
。

　

何
事
も
、
た
だ
さ
し
向
か
ひ
た
る
ほ
ど
の
情な
さ
け

ば
か
り
に
て
こ
そ
は
べ
る
に
、
こ
れ

は
、
た
だ
昔
な
が
ら
つ
ゆ
変
は
る
こ
と
な
き
も
、
い
と
め
で
た
き
こ
と
な
り
。

 

（『
無む

名み
ょ
う

草ぞ
う
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』）

＊
１
つ
ゆ
＝
少
し
も
。
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①

②

＊
１

問
一　
　
　

線
①
「
そ
の
折
」
の
内
容
を
説
明
し
た
も
の
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　

親
し
い
人
か
ら
そ
の
手
紙
を
も
ら
っ
た
と
き

イ　

昔
親
し
く
し
て
い
た
人
か
ら
の
手
紙
を
見
つ
け
た
と
き

ウ　

昔
の
友
人
に
手
紙
を
探
し
て
も
ら
っ
た
と
き

エ　

昔
の
古
い
手
紙
を
な
く
し
た
と
き 

問
二　
　
　

線
②
「
返
す
返
す
め
で
た
け
れ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と

が
ま
っ
た
く
す
ば
ら
し
い
と
い
う
の
で
す
か
。

問
三　

こ
の
文
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
筆
者
の
考
え
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　

直
接
話
す
よ
り
も
自
分
の
気
持
ち
を
素す

直な
お

に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
手

紙
を
交か

わ
し
た
相
手
と
は
変
わ
ら
な
い
友
情
で
結
ば
れ
る
の
が
、
手
紙
の
よ

さ
で
あ
る
。

イ　

時
間
や
空
間
を
越こ

え
て
人
々
と
交
流
で
き
、
会
っ
た
こ
と
の
な
い
昔
の
人

や
異
国
の
人
で
も
、
読
め
ば
す
ぐ
に
心
を
通
わ
せ
ら
れ
る
の
が
、
手
紙
の
よ

さ
で
あ
る
。

ウ　

い
く
ら
時
間
が
経
過
し
て
も
つ
づ
ら
れ
た
言
葉
は
変
わ
ら
な
い
で
残
り
、

読
め
ば
す
ぐ
に
当
時
の
こ
と
が
あ
ざ
や
か
に
よ
み
が
え
る
の
が
、
手
紙
の
よ

さ
で
あ
る
。

エ　

自
分
の
気
持
ち
が
落
ち
着
か
な
い
と
き
に
書
い
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、

時
間
を
お
い
て
文
面
を
何
度
も
書
き
直
す
こ
と
が
で
き
る
の
が
、
手
紙
の
よ

さ
で
あ
る
。 




