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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
〕

　

こ
れ
も
今
は
昔
、
比ひ

叡え

の
山
に
児ち
ご

あ
り
け
り
。
僧そ
う

た
ち
、
宵よ
ひ

の
つ
れ
づ
れ
に
、「
い

ざ
、
か
い
も
ち
ひ
せ
ん
」
と
言
ひ
け
る
を
、
こ
の
児
、
心
よ
せ
に
聞
き
け
り
。
さ
り

と
て
、
し
い
だ
さ
ん
を
待
ち
て
寝ね

ざ
ら
ん
も
わ
ろ
か
り
な
ん
と
思
ひ
て
、
か
た
が
た

に
寄
り
て
、
寝
た
る
よ
し
に
て
、
い
で
く
る
を
待
ち
け
る
に
、
す
で
に
し
い
だ
し
た

る
さ
ま
に
て
、
ひ
し
め
き
あ
ひ
た
り
。

　

こ
の
児
、
定
め
て
お
ど
ろ
か
さ
ん
ず
ら
ん
と
、
待
ち
ゐ
た
る
に
、
僧
の
、「
も
の
申

し
さ
ぶ
ら
は
ん
。
お
ど
ろ
か
せ
た
ま
へ
」
と
言
ふ
を
、
う
れ
し
と
思
へ
ど
も
、
た
だ

一
度
に
い
ら
へ
ん
も
、
待
ち
け
る
か
と
も
ぞ
思
ふ
と
て
、
い
ま
ひ
と
声
呼
ば
れ
て
い

ら
へ
ん
と
、
念
じ
て
寝
た
る
ほ
ど
に
、「
や
、
な
起
こ
し
た
て
ま
つ
り
そ
。
幼
き
人
は

寝
入
り
た
ま
ひ
に
け
り
」
と
言
ふ
声
の
し
け
れ
ば
、
あ
な
、
わ
び
し
と
思
ひ
て
、
い

ま
一
度
起
こ
せ
か
し
と
、
思
ひ
寝
に
聞
け
ば
、
ひ
し
ひ
し
と
、
た
だ
食
ひ
に
食
ふ
音

の
し
け
れ
ば
、
す
べ
な
く
て
、
無む

期ご

の
後
に
、「
え
い
」と
い
ら
へ
た
り
け
れ
ば
、
僧

た
ち
笑
ふ
こ
と
か
ぎ
り
な
し
。 

（『
宇う

治じ

拾し
ゅ
う

遺い

物
語
』）

〔
現
代
語
訳
〕

　

こ
れ
も
今
で
は
昔
の
こ
と
、
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

の
寺
に
一
人
の
児
が
い
た
。
僧
た
ち
が
、
宵

の
暇ひ
ま

に
ま
か
せ
て
、「
さ
あ
、
ぼ
た
も
ち
を
作
ろ
う
」
と
言
っ
た
の
を
、
こ
の
児
は
、

心
に
期
待
し
て
聞
い
て
い
た
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、
で
き
あ
が
る
の
を
待
っ
て
寝
な

い
で
い
る
の
も
具
合
が
悪
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
、（
部
屋
の
）片
す
み
に
寄
っ
て
、
寝

て
い
る
ふ
り
を
し
て
、
で
き
あ
が
る
の
を
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
も
う
で
き
あ
が
っ

た
様
子
で
、
ひ
し
め
き
合
っ
て
さ
わ
い
で
い
る
。

　

こ
の
児
は
、
き
っ
と
起
こ
そ
う
と
す
る
だ
ろ
う
と
、
待
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
僧
が
、

1

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

①

ｅ

②

「

Ａ

」
と
言
う
の
を
、
う
れ
し
い
と
は
思
っ
た
が
、
た
っ
た
一
度
（
呼
ば
れ
た
）

だ
け
で
返
事
を
す
る
の
も
、
待
っ
て
い
た
の
か
と
思
う
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
、

も
う
一
度
呼
ば
れ
て
か
ら
返
事
を
し
よ
う
と
、
が
ま
ん
を
し
て
寝
て
い
る
ふ
り
を
し

て
い
る
う
ち
に
、「

Ｂ

。
幼
い
人
は
寝
入
っ
て
お
し
ま
い
に
な
っ
た
」と
言
う
声

が
し
た
の
で
、
あ
あ
、
困
っ
た
と
思
っ
て
、
も
う
一
度
起
こ
し
て
く
れ
よ
、
と
思
い

な
が
ら
寝
た
ふ
り
を
し
て
聞
い
て
い
る
と
、
む
し
ゃ
む
し
ゃ
と
、
し
き
り
に
食
べ
る

音
が
し
た
の
で
、
ど
う
に
も
が
ま
ん
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
か
な
り
時
間
が
た
っ
て

か
ら
、「
は
い
」
と
返
事
を
し
た
の
で
、
僧
た
ち
は
と
め
ど
も
な
く
笑
っ
た
。

問
一　

線
ａ
〜
ｅ
の
主
語
は
だ
れ
（
何
）
で
す
か
。
古
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
書

き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

ａ　

　

ｂ　

　

ｃ　

ｄ　

　

ｅ　

問
二　

現
代
語
訳
の
中
の

Ａ
・
Ｂ
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
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

何
か
言
っ
て
、
お
ど
ろ
か
せ
て
く
だ
さ
い

イ 　

お
や
、
何
か
言
っ
た
よ
う
だ
、
大
声
を
出
し
て
お
ど
ろ
か
せ
て
や
ろ

う
ウ　

も
し
も
し
、
目
を
さ
ま
し
て
く
だ
さ
い
ま
せ

エ 　

寝
て
ば
か
り
い
る
の
は
け
し
か
ら
ん
こ
と
だ
、
き
つ
く
し 

か
っ
て
や
ろ
う 

Ａ

5105

1015
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問
六　

こ
の
話
の
お
も
し
ろ
さ
は
、
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
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　

児
の
策
略
を
見
抜
い
た
僧
に
よ
っ
て
、
児
が
そ
の
欲
の
深
さ
ゆ
え
に
予
想

も
し
な
い
形
で
全
員
の
笑
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
痛
快
さ

イ　

子
ど
も
で
あ
り
な
が
ら
自
分
の
素す

直な
お

な
気
持
ち
を
表
そ
う
と
せ
ず
、
様
々

に
考
え
を
巡め
ぐ

ら
し
、
最
後
に
は
恥は

ず
か
し
い
思
い
を
し
て
反
省
す
る
児
の
純じ
ゅ
ん

朴ぼ
く

さ

ウ　

あ
れ
こ
れ
と
考
え
す
ぎ
る
た
め
に
つ
ま
ら
な
い
失
敗
を
重
ね
な
が
ら
も
、

成
長
し
て
い
く
児
を
温
か
く
見
守
っ
て
い
る
周
囲
の
僧
た
ち
の
優や
さ

し
さ

エ　

期
待
を
隠か
く

し
、
自
然
な
な
り
ゆ
き
で
ぼ
た
も
ち
を
食
べ
た
い
と
思
っ
て
取

っ
た
児
の
行
動
が
裏
目
に
出
て
、
不
自
然
な
形
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
滑こ
っ

稽け
い

さ

 

ア　

さ
あ
、
起
こ
し
て
や
り
な
さ
い

イ　

い
や
い
や
、
お
起
こ
し
な
さ
る
な

ウ　

い
や
い
や
、
も
う
起
こ
し
て
さ
し
あ
げ
な
さ
い

エ　

な
ぜ
、
起
こ
し
て
く
だ
さ
ら
な
い
の
で
す
か 

問
三　
　
　

線
①
「
い
ま
ひ
と
声
呼
ば
れ
て
い
ら
へ
ん
」
に
は
、
児
の
ど
ん
な
気
持

ち
が
表
れ
て
い
ま
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　

久
し
く
時
が
た
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
返
事
を
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
思

う
気
持
ち

イ　

す
ぐ
に
返
事
を
す
る
と
、
い
や
し
く
思
わ
れ
は
し
な
い
か
と
気
に
す
る
気

持
ち

ウ　

待
ち
く
た
び
れ
て
し
ま
っ
て
、
も
う
返
事
を
す
る
の
も
め
ん
ど
う
く
さ
い

と
い
う
気
持
ち

エ　

眠ね
む

く
て
た
ま
ら
な
い
の
で
、
も
う
一
度
呼
ば
れ
る
ま
で
、
う
た
た
寝
し
よ

う
と
い
う
気
持
ち

 

問
四　
　
　

線
②
「
食
ひ
に
食
ふ
音
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
、
す
べ
て
ひ
ら

が
な
で
書
き
な
さ
い
。 

問
五　

僧
た
ち
が
笑
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
を
表
し
て
い
る
部
分
を
古

文
中
か
ら
十
五
字
以
上
二
十
字
以
内
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

Ｂ

⑴　

次
の
こ
と
わ
ざ
の
□
に
あ
て
は
ま
る
漢
字
を
書
き
な
さ
い
。

①　

雨
だ
れ　

　

を
う
が
つ　
　

②　

　

う
よ
り
慣
れ
ろ

③　

口
は
わ
ざ
わ
い
の　

　　
　

④　

　

か
ら
出
た
さ
び

⑵　

次
の
故
事
成
語
の
□
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
あ
と
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

①　

他
山
の
□　
　
　

②　

朝
三
暮ぼ

□

ア　

門　
　

イ　

石　
　

ウ　

里　
　

エ　

四

①

②

こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語
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練 

習 

問 

題

55

　
　

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
〕

　

さ
て
物
語
は
、
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
を
、
む
ね
と
は
し
た
る
に
、
そ
の
す
ぢ
に

い
た
り
て
は
、
儒じ
ゆ

仏ふ
つ

の
教
へ
に
は
そ
む
け
る
事
も
お
ほ
き
ぞ
か
し
。
そ
は
ま
づ
人
の

情こ
こ
ろ

の
、
物
に
感
ず
る
事
に
は
、
善ぜ
ん

悪あ
く

邪じ
や

正せ
い

さ
ま
ざ
ま
あ
る
中
に
、
こ
と
わ
り
に
た
が 

へ
る
事
に
は
、
感
ず
ま
じ
き
わ
ざ
な
れ
ど
も
、
情
は
、
我
な
が
ら
わ
が
心
に
も
ま
か

せ
ぬ
こ
と
あ
り
て
、
お
の
づ
か
ら
し
の
び
が
た
き
ふ
し
有
り
て
、
感
ず
る
こ
と
あ
る

も
の
な
り
。

 
（
本も
と

居お
り

宣の
り

長な
が

『
源げ
ん

氏じ

物
語
玉
の
小お

櫛ぐ
し

』）

〔
現
代
語
訳
〕

　

さ
て
、
物
語
と
い
う
も
の
は
、
も
の
の
あ
わ
れ
を
知
る
こ
と
を
、
主
要
な
事
が
ら

と
は
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
あ
ら
す
じ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
儒
教
や
仏

教
の
教
え
に

Ａ

こ
と
も
多
い
も
の
で
あ
る
よ
。
そ
の
わ
け
は
、
ま
ず
人
間
の
心

が
、（
何
か
の
）物
事
に
感
じ
る
場
合
に
は
、
善
悪
邪
正
い
ろ
い
ろ
あ
る
中
で
、
道
理

に
反
す
る
こ
と
に
は
、
感
動
す
る
は
ず
は
な
い
わ
け
で
あ
る
が
、心
と
い
う
も
の
は
、

Ｂ

と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、（
ど
う
か
す
る
と
）自
分
で
も
抑お
さ

え
が
た
い
も
の
が
あ
っ

て
、（
道
に
そ
む
く
こ
と
に
も
）
感
動
す
る
こ
と
が
あ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

問
一　

線
ａ
〜
ｃ
を
そ
れ
ぞ
れ
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

 

ａ　

 

ｂ　

1

①

②

③

④

ａ

⑤

⑥

ｂ

ｃ

⑦

⑧

⑨

⑩

 

ｃ　

問
二　
　
　

線
①
「
物
語
」
に
お
い
て
、
大
切
に
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
ん
な
こ
と
だ

と
述
べ
て
い
ま
す
か
。
現
代
語
訳
中
か
ら
十
一
字
で
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

問
三　
　
　

線
②
「
む
ね
」
と
は
何
で
す
か
。
現
代
語
訳
中
か
ら
六
字
で
書
き
抜
き

な
さ
い
。

 

問
四　
　
　

線
③
「
す
ぢ
」
と
は
何
で
す
か
。
現
代
語
訳
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

問
五　
　
　

線
④
「
そ
む
け
る
」
の
現
代
語
訳
が

Ａ

に
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
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　

反
す
る

イ　

導
か
れ
る

ウ　

賛
同
す
る

エ　

見
習
う 

問
六　
　
　

線
⑤
「
ぞ
か
し
」
に
込こ

め
ら
れ
て
い
る
筆
者
の
心
情
を
述
べ
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　

そ
れ
ほ
ど
重
要
で
は
な
い
こ
と
を
読
者
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
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イ　

と
て
も
意
外
だ
と
い
う
こ
と
を
読
者
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
。

ウ　

ど
う
す
れ
ば
よ
い
か
と
読
者
に
問
い
か
け
て
い
る
。

エ　

特
に
強
調
し
て
読
者
に
示
そ
う
と
し
て
い
る
。 

問
七　
　
　

線
⑥
「
そ
は
」
の
「
そ
」
の
指
し
て
い
る
内
容
を
現
代
語
で
書
き
な
さ

い
。

 

問
八　
　
　

線
⑦
「
感
ず
ま
じ
き
わ
ざ
な
れ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
こ
と
に
感

動
す
る
は
ず
は
な
い
と
い
う
の
で
す
か
。
現
代
語
訳
中
か
ら
八
字
で
書
き
抜
き

な
さ
い
。

 

問
九　
　
　

線
⑧
「
我
な
が
ら
わ
が
心
に
も
ま
か
せ
ぬ
」
の
現
代
語
訳
が

Ｂ

に

あ
て
は
ま
り
ま
す
。
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　

何
で
も
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に
な
る

イ　

自
分
で
も
自
分
の
思
う
と
お
り
に
い
か
な
い

ウ　

自
分
の
思
う
と
お
り
に
な
る
は
ず
が
な
い

エ　

自
分
の
思
う
と
お
り
に
な
り
そ
う
だ 

問
十　
　
　

線
⑨
「
お
の
づ
か
ら
し
の
び
が
た
き
ふ
し
有
り
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、

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　

理り

屈く
つ

だ
け
で
は
割
り
切
れ
な
い
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
気
持
ち
が
あ
る
と

い
う
こ
と

イ　

ど
ん
な
人
に
も
、
つ
つ
み
か
く
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
も
の
だ
と
い

う
こ
と

ウ　

ど
ん
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
道
理
に
反
す
る
も
の
に
は
感
動
し
な
い
と
い

う
こ
と

エ　

ど
ん
な
気
持
ち
で
あ
っ
て
も
、
理
屈
に
よ
る
説
明
が
可
能
で
あ
る
と
い
う

こ
と 

問
十
一　
　
　

線
⑩
「
道
理
」
は
、
古
文
で
は
ど
う
表
さ
れ
て
い
ま
す
か
。
古
文
中

か
ら
四
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

問
十
二　

こ
の
文
章
の
要よ
う

旨し

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　

人
間
に
は
道
理
に
反
す
る
こ
と
を
好
む
傾け
い

向こ
う

が
あ
る
の
で
、
そ
う
し
た
傾

向
を
正
す
た
め
に
も
、
儒
仏
の
教
え
に
も
と
づ
い
た
物
語
を
読
ま
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

イ　

物
語
の
あ
ら
す
じ
が
儒
仏
の
教
え
に
反
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
物
語

の
作
者
は
儒
仏
の
教
え
に
つ
い
て
ふ
だ
ん
か
ら
学
習
し
て
お
く
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。

ウ　

物
語
に
儒
仏
の
教
え
に
反
す
る
面
が
多
い
の
は
、
道
理
に
反
す
る
こ
と
だ

と
わ
か
っ
て
い
て
も
、
人
間
の
心
は
感
動
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

エ　

物
に
ふ
れ
て
起
こ
る
感
動
を
抑よ
く

制せ
い

す
る
も
の
が
、
人
間
の
理
性
や
意
志
と

い
う
も
の
で
あ
り
、
物
語
に
も
そ
れ
を
主
題
に
し
た
作
品
が
多
く
見
受
け
ら

れ
る
。 




