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講
座

第

古
文

６

■
要
点
の
ま
と
め
■

◇
歴
史
的
か
な
づ
か
い
の
原
則

⑴　

語
頭
以
外
の
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
は
「
わ
・
い
・
う
・
え
・
お
」
と
読
む
。

例　

あ
は
れ/

あ
わ
れ　
　

こ
ひ/

こ
い
（
恋
）　　

い
ふ/

い
う
（
言
う
）

⑵　
「
ゐ
」「
ゑ
」
は
「
い
」「
え
」
と
読
む
。

例　

ゐ
る/

い
る
（
居
る
）　　

こ
ゑ/

こ
え
（
声
）

⑶　
「
ぢ
」「
づ
」
は
「
じ
」「
ず
」
と
読
む
。

例　

も
み
ぢ/

も
み
じ　
　

み
づ
う
み/
み
ず
う
み
（
湖
）

⑷　

助
詞
以
外
の
「
を
」
は
「
お
」
と
読
む
。

例　

を
と
こ/

お
と
こ
（
男
）

⑸　

au
・
iu
・
eu
・
ou
と
母ぼ

音い
ん

が
連
続
す
る
と
き
は
、
ô
・
yû
・
yô
・
ô
と
読
む
。

例　

や
う
す
〔yausu

〕/

よ
う
す
（
様
子
）〔yôsu

〕

◇
古
文
の
読
み
方

⑴　

古
語
の
意
味
を
正
し
く
つ
か
む
。

　

古
語
（
古
文
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
）
に
は
、
現
代
語
と
形
は
似
て
い
る
が
、

意
味
が
異
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
。

例　

あ
や
し
＝
不
思
議
だ　
　

う
つ
く
し
＝
か
わ
い
ら
し
い
・
い
と
し
い

⑵　

省
略
さ
れ
て
い
る
主
語
や
助
詞
を
補
う
。

　

古
文
で
は
、
主
語
や
助
詞
が
省
略
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
補
い
な
が
ら
読

み
進
め
る
。

例　
「
竹た
け

取と
り

の
翁お
き
な

と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
…
…
あ
や
し
が
り
て
、寄
り
て
見
る
に
、

筒つ
つ

の
中
光
り
た
り
。」/

「
竹
取
の
翁
と
い
う
者
が・
い
た
。…
…（
竹・
取・
の・
翁・
が・
）

不
思
議
に
思
っ
て
、
近
寄
っ
て
見
る
と
、
筒
の
中
が・
光
っ
て
い
る
。」

⑴　

次
の　
　

線
部
を
漢
字
に
書
き

直
し
な
さ
い
。

　

①　

図
を
か
く
だ
い
す
る
。

　

②　

海
底
を
ち
ょ
う
さ
す
る
。

　

③　

ひ
み
つ
を
守
る
。

　

④　

銀
行
に
お
金
を
あ
ず
け
る
。

　

⑤　

川
に
魚
を
は
な
す
。

　

⑥　

誕
生
日
を
い
わ
う
。

⑵　

次
の
各
文
の
主
語
に　
　

線
を
、

述
語
に

線
を
引
き
な
さ
い
。

①　

こ
れ
が
私
の
家
で
す
。

②　

夕
焼
け
が
と
て
も
美
し
い
。

⑶　

次
の
各
文
の　
　

線
が
修し
ゅ
う

飾し
ょ
く

し

て
い
る
文
節
に

線
を
引
き
な

さ
い
。

①　

広
い
草
原
が
続
い
て
い
る
。

②　

ぎ
ら
ぎ
ら
と
太
陽
が
輝か
が
や

く
。

⑷　

次
の
各
文
の　
　

線
部
の
文
節

ど
う
し
の
関
係
を
そ
れ
ぞ
れ
あ
と

か
ら
選
び
な
さ
い
。

①　

月
と　
星
を
見
た
。

 

（

）

②　

一
生
懸け
ん

命め
い

生
き
て　
い
く
。

 

（

）

ア　

主
・
述
の
関
係　

イ　

修
飾
・
被ひ

修
飾
の
関
係　

ウ　

並へ
い

立り
つ

の
関
係

エ　

補
助
の
関
係

文
の
成
分
・
文
の
組
み
立
て

★
印
は
、
単
元
内
容
に
特
に
関
連
す
る
問
題
で
す
。
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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
〕

　

花
の
咲さ

き
散
る
折お
り

ご
と
に
、
乳め
の
と母
亡な

く
な
り
し
折
ぞ
か
し
と
の
み
、
あ
は
れ
な
る

に
、
同
じ
折
亡
く
な
り
給た
ま

ひ
し
侍じ

従じ
ゅ
う

の
大だ

い

納な

言ご
ん

の
御み

女む
す
め

の
手
を
見
つ
つ
、
す
ず
ろ
に

Ａ

な
る
に
、
五さ
つ
き月
ば
か
り
に
、
夜
ふ
く
る
ま
で
、
物
語
を
読
み
て
起
き
ゐ
た
れ

ば
、
来き

つ
ら
む
方か
た

も
見
え
ぬ
に
、
猫ね
こ

の
い
と
な
ご
う
鳴
い
た
る
を
、
驚お
ど
ろ

き
て
見
れ
ば
、

い
み
じ
う
を
か
し
げ
な
る
猫
あ
り
。
い
づ
く
よ
り
来
つ
る
猫
ぞ
と
見
る
に
、
姉
な
る

人
、
あ
な
か
ま
。
人
に
聞
か
す
な
。
い
と
を
か
し
げ
な
る
猫
な
り
。
飼
は
む
。
と
あ

る
に
、
い
み
じ
う
人
馴な

れ
つ
つ
、
か
た
は
ら
に
う
ち
臥ふ

し
た
り
。

 

（
菅す
が

原わ
ら
の

孝た
か

標す
え
の

女む
す
め

『
更さ
ら

級し
な

日
記
』）

〔
現
代
語
訳
〕

　
（
桜
の
）花
が
咲
い
た
り
散
っ
た
り
す
る
季
節
が
来
る
た
び
に
、
乳う

母ば

が
亡
く
な
っ

た
こ
ろ
だ
な
あ
と
、
そ
の
こ
と
だ
け
が
思
い
出
さ
れ
て
、
し
み
じ
み
と
し
た
気
持
ち

に
な
る
の
だ
が
、
同
じ
こ
ろ
お
亡
く
な
り
に
な
っ
た
侍
従
の
大
納
言
の
姫ひ
め

君ぎ
み

が
お
書

き
に
な
っ
た
も
の
を
見
て
は
、
む
や
み
に
し
み
じ
み
と
し
た
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る

と
、
陰い
ん

暦れ
き

五
月
ご
ろ
に
、
夜
が
ふ
け
て
い
く
ま
で
、
物
語
を
読
ん
で
起
き
て
座す
わ

っ
て

い
る
と
、
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
猫
が
た
い
そ
う
お
だ
や
か
に
鳴
い

て
い
た
の
を
、
驚
い
て
見
る
と
、

Ｂ

か
わ
い
ら
し
い
様
子
の
猫
が
い
る
。
ど
こ

か
ら
来
た
猫
か
し
ら
と
（
思
っ
て
）
見
て
い
る
と
、
姉
が
、「
し
っ
、
静
か
に
。
人
に

聞
か
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
と
て
も
か
わ
い
ら
し
い
猫
で
す
ね
。（
私
た
ち
で
）

飼
い
ま
し
ょ
う
。」と
言
う
と
、
た
い
そ
う
人
に
慣
れ
て
、
そ
ば
に
う
ず
く
ま
っ
て
い

る
。

問
一　
　
　

線
①
「
同
じ
折
」
と
あ
り
ま
す
が
、
季
節
は
い
つ
ご
ろ
で
す
か
。
漢
字

一
字
で
書
き
な
さ
い
。 

1
①

②

ａ

③

ｂ

ｃ

問
二　
　
　

線
②
「
手
」
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　

手
形　
　

イ　

手て

柄が
ら

ウ　

筆ひ
っ

跡せ
き　

　

エ　

遺い

跡せ
き 

問
三　

Ａ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
古
文
中
か
ら
三
字
で
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

問
四　
　
　

線
③
「
い
づ
く
よ
り
来
つ
る
猫
ぞ
」
の
現
代
語
訳
に
あ
た
る
部
分
を
書

き
抜
き
な
さ
い
。

問
五　

Ｂ

に
あ
て
は
ま
る
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　

少
し
も　
　
　

イ　

た
い
へ
ん

ウ　

お
そ
ら
く　
　

エ　

お
か
し
な 

問
六　
　
　

線
ａ
「
見
つ
つ
」、
ｂ
「
人
馴
れ
つ
つ
」、
ｃ
「
う
ち
臥
し
た
り
」
の
動

作
主
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
。（
同
じ
記
号
を
何
度
使
っ
て
も
よ
い
。）

ア　

侍
従
の
大
納
言
の
御
女　
　

イ　

作
者

ウ　

姉
な
る
人　
　
　
　
　
　
　

エ　

猫

 

ａ　

　

ｂ　

　
ｃ　

問
七　

古
文
中
に
「　

」（
カ
ギ
）
を
付
け
ら
れ
る
会
話
文
が
一
か
所
あ
り
ま
す
。
そ

の
初
め
と
終
わ
り
の
三
字
を
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

　

〜　

★★

5510



─ 24 ─

練 

習 

問 

題

55

5

　
　

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
〕

　

朝
夕
へ
だ
て
な
く
な
れ
た
る
人
の
、
と
も
あ
る
と
き
、
わ
れ
に
心
お
き
、
ひ
き
つ

く
ろ
へ
る
さ
ま
に
見
ゆ
る
こ
そ
、「
今
さ
ら
か
く
や
は
。」
な
ど
言
ふ
人
も
あ
り
ぬ
べ

け
れ
ど
、
な
ほ
げ
に
げ
に
し
く
、
よ
き
人
か
な
と
ぞ
お
ぼ
ゆ
る
。

　

う
と
き
人
の
、
う
ち
と
け
た
る
こ
と
な
ど
言
ひ
た
る
、
ま
た
、
よ
し
と
思
ひ
つ
き

ぬ
べ
し
。

 

（
兼け
ん

好こ
う

法ほ
う

師し

『
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』）

〔
現
代
語
訳
〕

　

ふ
だ
ん
何
の
隔へ
だ

て
も
な
く
な
れ
親
し
ん
で
い
る
人
が
、
ど
う
か
し
た
時
に
、
私
に

気
を
遣つ
か

っ
て
、
改
ま
っ
た
態
度
に
見
え
る
の
は
、「
今
さ
ら
改
ま
っ
て
、
そ
ん
な
に
し

な
く
て
も
。」な
ど
と
言
う
人
も
き
っ
と
あ
る
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
ま
じ
め
で
教
養
の

あ
る
人
だ
な
あ
と

。

　
（
ま
た
、）
ふ
だ
ん
あ
ま
り
親
し
く
な
い
人
が
、
う
ち
と
け
た
話
な
ど
し
た
の
は
、

こ
れ
も
ま
た
、
り
っ
ぱ
だ
と
心
ひ
か
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

問
一　
　
　

線
①
「
朝
夕
へ
だ
て
な
く
な
れ
た
る
人
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
反

対
の
意
味
を
表
す
言
葉
を
古
文
中
か
ら
四
字
で
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

問
二　
　
　

線
②
「
か
く
」
の
指
し
て
い
る
内
容
を
、
古
文
中
か
ら
九
字
で
書
き
抜

き
な
さ
い
。

 

1
①

②

③

④

⑤

問
三　
　
　

線
③
「
お
ぼ
ゆ
る
」
の
現
代
語
訳
と
し
て

に
あ
て
は
ま
る
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　

記き

憶お
く

す
る　
　

イ　

思
い
出
さ
れ
る

ウ　

思
わ
れ
る　
　

エ　

思
い
つ
く 

問
四　
　
　

線
④
「
よ
し
」
の
現
代
語
訳
に
あ
た
る
言
葉
を
書
き
抜
き
な
さ
い
。

問
五　
　
　

線
⑤
「
や
は
り
」
は
、
古
文
の
ど
の
言
葉
の
現
代
語
訳
で
す
か
。
古
文

中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

　
　

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
〕

　

人
の
物
を
問
ひ
た
る
に
、
知
ら
ず
し
も
あ
ら
じ
、
あ
り
の
ま
ま
に
言
は
ん
は
を
こ

が
ま
し
と
に
や
、
心
ま
ど
は
す
や
う
に
か
へ
り
ご
と
し
た
る
、
よ
か
ら
ぬ
こ
と
な
り
。

知
り
た
る
こ
と
も
、
な
ほ
さ
だ
か
に
と
思
ひ
て
や
問
ふ
ら
ん
。
ま
た
、
ま
こ
と
に
知

ら
ぬ
人
も
な
ど
か
な
か
ら
ん
。
う
ら
ら
か
に
言
ひ
き
か
せ
た
ら
ん
は
、
お
と
な
し
く

き
こ
え
な
ま
し
。

 

（
兼
好
法
師
『
徒
然
草
』）

〔
現
代
語
訳
〕

　

人
が
何
か
を
尋た
ず

ね
た
時
に
、
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
る
ま
い
、
あ

り
の
ま
ま
に
答
え
る
の
は
ば
か
げ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
ろ
う
か
、（

の
）心

を
迷
わ
す
よ
う
に
返
事
を
し
て
い
る
の
は
、
よ
く
な
い
こ
と
で
あ
る
。
知
っ
て
い
る

こ
と
で
も
、
な
お
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
（
知
り
た
い
）
と
思
っ
て
尋
ね
る
の
か
も

★★★2

①

②

③

④
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5

し
れ
な
い
。
ま
た
、
ほ
ん
と
う
に
知
ら
な
い
人
も
き
っ
と
い
る
で
あ
ろ
う
。（
だ
か

ら
、）は
っ
き
り
と
説
明
し
て
や
る
の
が
、
思し

慮り
ょ

分
別
が
あ
る
答
え
方
に
聞
こ
え
る
で

あ
ろ
う
。

問
一　
　
　

線
①
「
知
ら
ず
し
も
あ
ら
じ
、あ
り
の
ま
ま
に
言
は
ん
は
を
こ
が
ま
し
」

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
思
う
の
は
だ
れ
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　

世
間
の
人
々

イ　

質
問
を
し
た
人

ウ　

作
者

エ　

質
問
を
さ
れ
た
人 

問
二　
　
　

線
②
「
か
へ
り
ご
と
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

問
三　
　
　

線
③
「
よ
か
ら
ぬ
こ
と
な
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。

そ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
一
文
を
古
文
中
か
ら
二・
つ・
書
き
抜
き
な
さ
い
。

問
四　
　
　

線
④
「
さ
だ
か
に
」
の
現
代
語
訳
に
あ
た
る
言
葉
を
五
字
で
書
き
抜
き

な
さ
い
。

 

★★★

問
五　

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　

世
間
の
人
々

イ　

質
問
を
し
た
人

ウ　

作
者

エ　

質
問
を
さ
れ
た
人 

問
六　

こ
の
文
章
に
つ
い
て
解
説
し
た
次
の
文
章
の

ａ
〜
ｃ
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
。

　

こ
の
文
章
は
、『
徒
然
草
』
の
一
節
で
あ
る
。
作
者
の
兼
好
法
師
は
、
人
の

ａ

に
対
し
て
、

ｂ

答
え
方
を
す
る
の
は
よ
く
な
い
、
と
説
き
、
人
間

ど
う
し
の
社
交
上
の

ｃ

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

　
　

ア　

あ
い
さ
つ

　
　

イ　

質
問

　
　

ウ　

訪
問

　
　

エ　

疑ぎ

惑わ
く 

　
　

ア　

あ
い
ま
い
な

　
　

イ　

一
方
的
な

　
　

ウ　

お
お
げ
さ
な

　
　

エ　

間ま

違ち
が

っ
た 

　
　

ア　

お
も
し
ろ
さ

　
　

イ　

優や
さ

し
さ

　
　

ウ　

あ
い
さ
つ

　
　

エ　

心
が
ま
え 

★

ａｂｃ


