
古
典
攻
略

読
む

問
題
集

漢
文

◆
◆
◆
◆
◆
◆

明治書院

小
原
広
行﹇
編
著
﹈



2〓

◆
◆
◆
◆
◆
◆

目
次
◆
◆
◆
◆
◆
◆

偉
人
伝─
偉
人
の
価
値
観
と
俗
人
の
価
値
観
の
違
い

Ａ

小
学

龐は
う

公こ
う

未い
ま

だ
嘗か

つ

て
城
府
に
入
ら
ず

（
東
海
大
）

4

Ｂ

史
記

晏あ
ん

子し

の
御ぎ

よ

の
妻

（
都
留
文
科
大
）
9

諫か
ん

言げ
ん─

諫
言
の
方
法

Ａ

戦
国
策

医
扁へ

ん

鵲じ
や
く

秦し
ん

の
武
王
に
見ま

み

ゆ

（
静
岡
大
）

14

Ｂ

韓か
ん

非ぴ

子し

顔が
ん

涿た
く

聚し
う

の
力

（
法
政
大
）

19

学
問─

学
問
す
る
姿
勢

Ａ

遜そ
ん

志し

齋さ
い

集し
ゅ
う

学
ぶ
者
の
患
も
亦ま

た

然し
か

り

（
金
沢
大
）

24

Ｂ

荀じ
ゅ
ん子し

夫そ

れ
遇
不
遇
な
る
者
は
時
な
り

（
上
智
大
）

29

政
治─

政
治
の
手
法

Ａ

原
弊
（
欧お

う

陽よ
う

脩し
ゅ
う）

生
を
養
ひ
死
を
送
る
は
、
王
道
の
本も

と
な
り
（
東
京
学
芸
大
）
34

Ｂ

思
弁
録

家
庭
の
教
へ
又
必
ず
朝
廷
の
教
へ
に
原も
と

づ
く
（
中
央
大
）39

1234

本
書
の
特
色

本
書
は
「
い
つ
で
も
・
ど
こ
で
も
・
手
軽
に
」
漢
文
に

触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
次
の
よ
う
な
工
夫
が
し

て
あ
り
ま
す
。

一

持
ち
運
び
や
す
さ
と
扱
い
や
す
さ
を
考
え
て
、
薄
く

て
コ
ン
パ
ク
ト
な
Ａ
5
サ
イ
ズ
に
し
ま
し
た
。

二

空
欄
補
充
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
。
普
通
の
読
書
と
同

じ
感
覚
で
、
文
章
を
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

三

問
題
は
全
て
選
択
式
（
一
部
の
入
試
問
題
を
除
く
）。

鉛
筆
で
○
を
つ
け
て
い
く
だ
け
で
Ｏ
Ｋ
で
す
。

四

最
近
の
大
学
入
試
出
題
文
章
か
ら
読
み
や
す
い
も
の

を
厳
選
。
見
や
す
い
語
注
で
さ
ら
に
読
み
や
す
く
。

五

漢
文
に
よ
く
あ
る
題
材
を
八
つ
の
テ
ー
マ
に
分
け
、

各
テ
ー
マ
ご
と
に
入
試
問
題
を
二
題
ず
つ
取
り
上
げ
ま

し
た
。

六

一
テ
ー
マ
二
題
構
成
の
う
ち
、
一
題
目
の
問
題
文
は

書
き
下
し
文
に
し
、
読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
ま
し
た
。

漢
文
は
お
も
し
ろ
い
読
み
物
で
す
。
重
要
語
や
句
法
の

知
識
を
覚
え
て
か
ら
で
は
な
く
、
よ
く
あ
る
話
の
展
開
を

知
る
こ
と
か
ら
、
漢
文
を
理
解
し
て
み
ま
し
ょ
う
。「
習

う
よ
り
慣
れ
ろ
」
と
い
う
感
覚
で
読
み
進
め
て
み
て
く
だ

さ
い
。
漢
文
の
内
容
に
親
し
む
に
つ
れ
、
漢
文
へ
の
抵
抗

感
が
薄
れ
、
漢
文
を
読
む
の
に
必
要
な
知
識
と
読
解
力
の

習
得
が
、
無
理
な
く
で
き
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

〓3

君
臣─

君
臣
の
関
係

Ａ

晏
子
春
秋

忠
臣
の
君
に
事つ
か

ふ
る
や
、
何い
か
ん若
と

（
大
阪
市
立
大
）
44

Ｂ

説ぜ
い

苑え
ん

君
子
は
利
名
を
言
ふ
を
羞は

づ

（
愛
媛
大
）

50

怪
異─

非
現
実
的
事
象

Ａ

冥
祥
記

前
女
は
審ま
こ
とに
其そ

の
先
身
な
る
を
知
る
（
立
命
館
大
）

56

Ｂ

稽
神
録

建
州
の
梨り

山ざ
ん

の
廟べ
う

（
奈
良
女
子
大
）
63

人
生─

儒
家
的
生
き
方
と
道
家
的
生
き
方

Ａ

論
語
集し

っ

註ち
ゅ
う

長ち
や
う沮そ

・
桀け

つ

溺で
き

耦ぐ
う

し
て
耕
す

（
早
稲
田
大
）

70

Ｂ

白
氏
文
集

微び

子し

に
与
ふ
る
書

（
神
戸
大
）

77

漢
詩─

心
情
を
動
か
す
も
の

Ａ

江
楼
夕
望
招ク
レ

客ヲ

自
然

（
日
本
大
）

83

Ｂ

留
二│

別ス

洛ら
く

京け
い
ノ

親
友ニ
一

友
情

（
新
潟
大
）

88

5678

本
書
の
ね
ら
い

本
書
は
大
学
入
試
で
出
題
さ
れ
た
漢
文
に
触
れ
、
作
品

を
読
み
解
く
の
に
必
要
な
力
を
養
う
た
め
の
問
題
集
で

す
。
設
問
で
ポ
イ
ン
ト
を
押
さ
え
な
が
ら
、
話
の
展

開
・
話
の
核
心
を
つ
か
む
練
習
を
繰
り
返
す
う
ち
に
、
漢

文
作
品
の
基
本
的
な
読
み
取
り
方
を
自
然
に
身
に
つ
け
て

も
ら
う
こ
と
を
ね
ら
い
と
し
て
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
漢
文
に
よ
く
あ
る
題
材
を
八
つ
の
テ
ー

マ
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
テ
ー
マ
に
お
け
る
「
展
開
の
パ

タ
ー
ン
」
と
そ
の
展
開
に
沿
っ
た
各
テ
ー
マ
の
「
話
題
の

パ
タ
ー
ン
」
を
学
習
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
た
。
重
要
語

や
句
法
の
知
識
か
ら
入
る
の
で
は
な
く
、
定
番
の
内
容
を

知
る
こ
と
で
、
漢
文
を
読
み
解
く
と
い
う
わ
け
で
す
。

入
試
の
漢
文
を
闇
雲
に
読
む
の
で
は
な
く
、「
漢
文
は
、

こ
う
い
う
話
の
展
開
が
あ
る
ん
だ
な
」
と
い
う
こ
と
を
理

解
す
れ
ば
、
他
の
漢
文
を
読
む
際
に
も
応
用
が
効
く
よ
う

に
な
り
ま
す
。
テ
ー
マ
ご
と
の
漢
文
作
品
の
話
の
展
開
が

分
か
れ
ば
、
漢
文
の
内
容
理
解
も
楽
に
な
る
で
し
ょ
う
。

入
試
に
問
わ
れ
る
ポ
イ
ン
ト
も
分
か
っ
て
き
ま
す
。

本
書
は
ま
た
、
入
試
問
題
を
読
み
解
く
こ
と
を
通
じ

て
、
偉
人
伝
・
諫
言
・
学
問
等
、
漢
文
定
番
の
テ
ー
マ
に

触
れ
る
と
同
時
に
、
歴
史
・
思
想
・
文
学
と
い
う
ジ
ャ
ン

ル
に
も
バ
ラ
ン
ス
よ
く
触
れ
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
ま
し

た
。ぜ

ひ
、
漢
文
の
世
界
に
親
し
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。

お
も
し
ろ
い
読
み
物

定
番
の
内
容
を

知
る
こ
と
で
、
漢
文
を
読
み
解
く
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5

ん
ぜ
ず
。

表
指シ
テ

而
問ヒ
テ

曰ハ
ク、「
先
生
苦シ
ミ
テ

居リ
二

畎
畝ニ
一、
而シ
テ

不
レ

肯ン
ゼ二

官
禄ヲ
一。

●6
後こ
う

世せ
い

何な
に

を
以も
つ

て
子し

孫そ
ん

に
遺の
こ

す
や
。」
と
。

後
世
何ヲ

以テ

遺ス
二

子
孫ニ
一

乎ト

。」

●7
龐は

う

公こ
う

曰い

は
く
、「
世せ

人じ
ん

皆み
な

之こ
れ

に
遺の

こ

す
に
危き

を
以も

つ

て
す
。龐

公
曰ハ
ク、「

世
人
皆
遺ス
ニレ

之ニ

以テ
スレ

危ヲ

。

●8
今い

ま

独ひ
と

り
之こ

れ

に
遺の

こ

す
に
安あ

ん

を
以も

つ

て
す
。

今
独リ

遺ス
ニレ

之ニ

以テ
スレ

安ヲ

。

●9
遺の

こ

す
所

と
こ
ろ

同お
な

じ
か
ら
ず
と
雖い

へ
ども

、
未い

ま

だ
遺の

こ

す
所と

こ
ろ無な

し
と
為な

さ
ず
。」
と
。

雖モ
二

所
レ

遺ス

不ト
一レ

同ジ
カ
ラ、

未ダ
レ

為サ
レ

無シ
トレ

所
レ

遺ス

也
。」

●10
表へ
う

嘆た
ん

息そ
く

し
て
去さ

る
。

表
嘆
息シ
テ

而
去ル

。

死
後

遺
産
と
す
る

◆
2
⑴

◆
2
⑵

★
4
⑴

★
4
⑵

ト

＊
1
龐
公
…
…
伝
に
「
龐
公
は
南
郡
襄
陽
の
人
、
峴け

ん

山ざ
ん

の
南
に
居
る
。」
と
あ
り
、
名
、
字あ

ざ
なは

不
明
。

＊
2
劉
表
…
…
漢
の
景
帝
の
子
。
漢
末
の
献
帝
の
時
、
荆け
い

州し
ゅ
う刺
史
（
長
官
）
に
任
ぜ
ら
れ
、
襄
陽
を
根
拠
と

し
て
そ
の
勢
力
を
伸
ば
し
た
。

チ
ェ
ッ
ク
2
⑴
⑵

遺
産
と
し
て
の
⑴
「
危
」
と
⑵
「
安
」
の

内
容
と
し
て
正
し
い
方
を
選
び
な
さ
い
。

ア
「
危
」
は
も
め
事
の
元
と
な
る
財
産

で
、「
安
」
は
生
活
を
支
え
る
耕
作

の
仕
事
。

イ
「
危
」
は
労
働
に
よ
る
肉
体
の
疲
労

で
、「
安
」
は
生
活
を
豊
か
に
す
る

財
産
。

語
句
・
句
法
4
⑴
⑵

「
所
」
の
意
味
と
し
て
正
し
い
方
を
選
び

な
さ
い
。

ａ

も
の

ｂ

場
所

◆
2
…
…

★
4
…
…

答
え

★
：
語
句
・
句
法

1
ａ

2
ｂ

3
ｂ

4
ａ

◆
：
チ
ェ
ッ
ク

1
イ

2
ア

4偉人伝

5

●1
龐は

う

公こ
う

未い
ま

だ
嘗か

つ

て
城じ

や
う府ふ

に
入い

ら
ず
。

龐
公
未ダ
三

嘗テ

入ラ
二

城
府ニ
一。

●2
夫ふ

妻さ
い

相あ
ひ

敬け
い

す
る
こ
と
賓ひ

ん

の
ご
と
し
。

夫
妻
相
敬ス
ル
コ
ト

如シ
レ

賓ノ

。

●3
劉り

う

表へ
う

之こ
れ

を
候う

か
がふ

。

劉
表
候フ
レ

之ヲ

。

●4
龐は

う

公こ
う

壟ろ
う

上じ
や
うに

釈せ
き

耕か
う

し
て
、
妻さ

い

子し

前ま
へ

に
耘く

さ
ぎる

。
龐
公
釈
二│

耕シ
テ

於
壟
上ニ
一、
而
妻
子
耘ル
二

於
前ニ
一。

●5
表へ

う

指ゆ
び
さし

て
問と

ひ
て
曰い

は
く
、「
先せ

ん

生せ
い

苦く
る

し
み
て
畎け

ん

畝ほ

に
居を

り
、
而し

か
うし

て
官

く
わ
ん

禄ろ
く

を
肯が

へ

＊
1

襄
じ
ょ
う

陽よ
う

の
町

龐
公
夫
婦

大
切
な
客 ★

1

＊
2

◆
1

様
子
を
見
に
訪
ね
る

畑
の
そ
ば

耕
作
の
手
を
休
め
る

雑
草
を
と
る

畑

★
2

★
3

1

偉
人
伝─

偉
人
の
価
値
観
と
俗
人
の
価
値
観
の
違
い

■
展
開
の
パ
タ
ー
ン
■

俗
人
は
財
産
や
地
位
を
求
め
る
が
、
偉
人
は
求
め
な
い

■
話
題
の
パ
タ
ー
ン
■

偉
人
は
何
に
価
値
を
見
い
出
し
て
い
る
か

●
小
学
：
南な
ん

宋そ
う

の
朱し
ゅ

熹き

の
門
人
劉り
ゅ
う
子し

澄ち
ょ
う
の
著
。

道
徳
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
。
内な
い

篇へ
ん

と
外

篇
と
が
あ
る
。

語
句
・
句
法
1

「
ご
と
し
」
の
意
味
と
し
て
正
し
い
方
を

選
び
な
さ
い
。

ａ

の
よ
う
で
あ
っ
た

ｂ

の
た
め
で
あ
っ
た

チ
ェ
ッ
ク
1

「
之
」
の
内
容
と
し
て
正
し
い
方
を
選
び

な
さ
い
。

ア

襄
陽
の
城
の
様
子

イ

龐
公
一
家
の
様
子

語
句
・
句
法
2

「
而
し
て
」
の
意
味
と
し
て
正
し
い
方
を

選
び
な
さ
い
。

ａ

し
か
し

ｂ

そ
し
て

語
句
・
句
法
3

「
肯
ん
ぜ
ず
」
の
意
味
と
し
て
正
し
い
方

を
選
び
な
さ
い
。

ａ

差
し
出
さ
な
い

ｂ

承
知
し
な
い

★
1
…
…

◆
1
…
…

★
2
…
…

★
3
…
…

Ａ

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

の
ご
と

う

之こ 婦

は
う

じ
ょ
う
よ
う
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ア

作
物
が
よ
く
実
り
、
子
や
孫
の
生
活
を
豊
か
に
す
る
耕
作
地
。

イ

子
や
孫
が
高
い
地
位
に
昇
る
た
め
に
代
々
受
け
継
が
れ
る
学
問
。

ウ

子
や
孫
が
安
楽
な
生
活
が
で
き
る
ほ
ど
の
豊
富
な
財
産
。

エ

順
調
な
と
き
も
苦
し
い
と
き
も
、
子
や
孫
が
互
い
を
助
け
合
う
絆
。

■
話
題
の
パ
タ
ー
ン
■

龐
公
は
、
遺
産
と
し
て
何
が
大
切
だ
と
思
う
人
物
か
、
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選

び
な
さ
い
。

ア

お
金
よ
り
も
生
活
を
支
え
る
た
め
の
良
い
耕
作
地
が
大
切
だ
と
思
う
人
物
。

イ

お
金
よ
り
も
生
計
を
立
て
る
た
め
の
勤
労
の
姿
勢
が
大
切
だ
と
思
う
人
物
。

ウ

地
道
に
働
く
よ
り
も
、
楽
に
暮
ら
す
た
め
の
お
金
が
大
切
だ
と
思
う
人
物
。

エ

人
並
み
の
生
活
を
送
る
た
め
に
、
最
低
限
の
財
産
が
大
切
だ
と
思
う
人
物
。

入
試
問
題
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！

◆
◆

5
ペ
ー
ジ
・
8
行
め
「
嘆
息シ

テ

而
去ル

」
と
あ
る
の
は
な
ぜ
か
。

Ａ

劉
表
が
子
孫
に
遺
産
を
与
え
な
か
っ
た
か
ら
。

Ｂ

劉
表
が
貧
乏
で
子
孫
に
な
に
も
遺
せ
な
い
こ
と
が
気
の
毒
だ
っ
た
か
ら
。

Ｃ

龐
公
が
肉
体
労
働
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
か
ら
。

Ｄ

龐
公
が
貧
乏
で
子
孫
に
な
に
も
遺
せ
な
い
こ
と
が
気
の
毒
だ
っ
た
か
ら
。

Ｅ

龐
公
が
官
吏
と
し
て
仕
え
る
意
志
の
な
い
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
。（

東
海
大
）

ジ
・
6
行
め
か
ら
始
ま
る
劉
表
の
発
言
に

注
目
し
よ
う
。

■
話
題
の
パ
タ
ー
ン
■

偉
人
で
あ
る
龐
公
が
遺
産
と
し
て
何
が
大

切
だ
と
思
っ
て
い
る
か
は
、
5
ペ
ー
ジ
・

3
行
目
か
ら
始
ま
る
、
劉
表
の
質
問
に
対

す
る
龐
公
の
答
え
か
ら
判
断
で
き
る
。

入
試
問
題
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！

◆
◆

確
認
1
・
2
、
展
開
の
パ
タ
ー
ン
、
話
題

の
パ
タ
ー
ン
を
通
じ
て
、
漢
の
景
帝
と
い

う
皇
帝
の
息
子
で
あ
る
劉
表
が
、
何
の
た

め
に
わ
ざ
わ
ざ
龐
公
の
様
子
を
見
に
訪
ね

た
の
か
、
ま
た
、
劉
表
と
龐
公
の
価
値
観

の
違
い
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
を
元
に
考
え
よ
う
。

6偉人伝

本
文
整
理

劉
表
は
、
龐
公
を
ど
う
い
う
人
物
だ
と
思
っ
て
い
た
の
か
、
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一

つ
選
び
な
さ
い
。

ア

龐
公
は
、
官
職
に
就
け
る
有
能
さ
を
持
ち
、
も
っ
と
豊
か
に
暮
ら
せ
る
。

イ

龐
公
は
、
農
耕
に
従
事
す
る
の
が
精
一
杯
で
、
役
人
に
な
れ
る
望
み
は
な
い
。

ウ

龐
公
は
、
妻
と
仲
が
良
す
ぎ
る
こ
と
で
、
自
ら
の
才
能
を
伸
ば
せ
て
い
な
い
。

確
認

◆

1

4
ペ
ー
ジ
・
1
行
め
「
未
だ
嘗
て
城
府
に
入
ら
ず
」
の
現
代
語
訳
を
次
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。

ア

今
ま
で
襄
陽
の
町
か
ら
追
い
出
さ
れ
て
い
た
。

イ

今
ま
で
襄
陽
の
町
に
行
っ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

ウ

今
ま
で
襄
陽
の
町
を
出
た
こ
と
が
な
か
っ
た
。

2

5
ペ
ー
ジ
・
2
行
め
「
何
を
以
て
子
孫
に
遺
す
や
」
の
現
代
語
訳
を
次
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。

ア

ど
う
し
て
子
や
孫
に
遺
産
を
残
す
の
で
す
か
。

イ

何
を
子
や
孫
に
遺
産
と
し
て
残
す
の
で
す
か
。

ウ

ど
こ
で
子
や
孫
に
遺
産
を
残
す
の
で
す
か
。

■
展
開
の
パ
タ
ー
ン
■

劉
表
が
考
え
る
遺
産
と
し
て
、
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ポ
イ
ン
ト

確
認

◆

1「
未
だ
嘗
て
〜
」
は
「
い
ま
ダ
か
つ
テ
〜

ず
」
と
読
み
、「
今
ま
で
〜
し
た
こ
と
が

な
い
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。

2「
何
を
以
て
」
は
普
通
、「
ど
う
し
て
（
原

因
・
理
由
）」「
ど
う
や
っ
て
（
方
法
・
手

段
）」
を
問
う
が
、
こ
こ
で
は
「
何
を

（
目
的
）」
を
問
う
。

■
展
開
の
パ
タ
ー
ン
■

俗
人
で
あ
る
劉
表
の
価
値
観
は
、
4
ペ
ー
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漢
文
を
読
ん
で
み
よ
う

5

●1
龐
公
は
、
今
ま
で
襄
陽
の
町
に
行
っ
た
こ
と
が
な

か
っ
た
。
●2
龐
公
夫
妻
が
互
い
に
敬
う
態
度
は
、
大
切

な
客
に
対
す
る
よ
う
で
あ
っ
た
。
●3
劉
表
は
、（
龐
公

に
た
び
た
び
出
仕
を
求
め
た
が
来
な
い
の
で
、
自
分
の

方
か
ら
）
龐
公
一
家
の
様
子
を
見
に
訪
ね
た
。
●4（
す

る
と
）
龐
公
は
畑
の
そ
ば
で
耕
作
の
手
を
休
め
て
、
妻

と
子
ど
も
が
（
彼
の
）
前
で
雑
草
を
と
っ
て
い
た
。
●5

表
は
指
さ
し
て
質
問
し
て
言
っ
た
、「
先
生
は
苦
し
い

畑
（
仕
事
）
に
身
を
置
き
、
そ
し
て
官
位
と
俸
禄
（
を

得
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
出
仕
す
る
こ
と
）
を
承
知
し

な
い
。
●6（
こ
ん
な
貧
乏
生
活
で
）
死
後
何
を
子
や
孫

に
遺
産
と
し
て
残
す
の
で
す
か
。」
と
。
●7
龐
公
が
言

っ
た
、「
世
間
の
人
々
は
み
な
子
孫
に
遺
産
と
し
て

（
も
め
事
の
元
と
な
る
多
く
の
財
産
と
い
う
）
危
険
な

も
の
を
残
す
。
●8（
私
は
）
今
一
人
、
彼
ら
に
（
勤
労

と
い
う
）
安
全
な
も
の
を
財
産
と
し
て
残
す
。
●9
遺
産

の
内
容
は
（
世
間
の
人
と
）
同
じ
で
は
な
い
と
い
っ
て

も
、
残
す
も
の
が
な
い
と
は
思
わ
な
い
。」
と
。
●10
劉

表
は
（
龐
公
に
出
仕
す
る
気
は
な
い
と
見
て
、）
た
め

息
を
つ
い
て
去
っ
た
。

龐は
う

公こ
う

未い
ま
ダ三

嘗か
つ
テ

入い
ラ

二

城

府ニ
一。
夫ふ

妻さ
い

相あ
ひ

敬

如ご
と
シレ

賓ひ
ん
ノ

。
劉り

う

表へ
う

候う
か
が
フレ

之こ
れ
ヲ

。
龐

公

釈せ
き

二│

耕か
う
シ
テ

於

壟ろ
う

上じ
や
う
ニ一、

而

妻

子

耘く
さ
ぎ
ル二

於

前ニ
一。
表

指

而

問ヒ
テ

曰
、「
先

生

苦シ
ミ
テ

居を
リ

二

畎け
ん

畝ほ
ニ

一、
而

不ず

レ

肯が
へ
ン
ゼ二

官く
わ
ん

禄ろ
く
ヲ一。
後

世

何ヲ

以も
つ
テ

遺の
こ
ス二

子

孫ニ
一

乎や
ト

。」
龐

公

曰ハ
ク、「

世せ

人じ
ん

皆

遺ス
ニレ

之ニ

以テ
スレ

危ヲ

。
今

独ひ
と
リ

遺ス
ニレ

之ニ

以テ
スレ

安ヲ

。
雖い

へ
ど
モ二

所
レ

遺ス

不ト
一レ

同ジ
カ
ラ、

未ダ
レ

為な
サ

レ

無シ
トレ

所
レ

遺ス

也
。」
表

嘆

息シ
テ

而

去ル

。

●１

▼
ず

●２

け
いスル

コ
ト

●３

●４

●５

ゆ
び
さ

シ
テ

い
ハ
ク

し
か
う

シ
テ

●６

▼

●７●８

●９

ト

●10

▼
句
形
の
ま
と
め

未ダ
二

嘗テ

〜
一

い
ま
ダ
か
つ
テ
〜
ず
（
今
ま
で
〜
し
た
こ
と
が
な
い
）
否
定

何ヲ

以テ（
カ
）〜乎

な
に
ヲ
も
つ
テ
（
カ
）
〜
や
（
何
を
〜
す
る
の
か
）
疑
問

※「
何
以
」
は
普
通
、「
ど
う
し
て
・
ど
う
や
っ
て
」
の
意
。

史記9

Ｂ
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
設
問
の
都
合
上
、
送
り
仮
名
を

省
い
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）

●
史
記
：
前
漢
の
司
馬
遷
の
著
。
太
古
か
ら
前

漢
の
武
帝
ま
で
の
歴
史
を
「
紀き

伝で
ん

体た
い

」
を
中
心

に
記
し
た
歴
史
書
。
全
一
三
〇
巻
。

語
句
・
句
法
1

「
従
」
の
読
み
と
し
て
正
し
い
方
を
選
び

な
さ
い
。

ａ

し
た
が
ひ
て

ｂ

よ
り
し
て

チ
ェ
ッ
ク
1

「
其
」
の
内
容
と
し
て
正
し
い
方
を
選
び

な
さ
い
。

ア

晏
子

イ

御
者

語
句
・
句
法
2

「
子
」
の
指
す
人
物
と
し
て
正
し
い
方
を

選
び
な
さ
い
。

ａ

御
者

ｂ

晏
子

★
1
…
…

◆
1
…
…

★
2
…
…

晏あ
ん

子し

為
二

斉ノ

相ト
一

出い
ヅ

。
其そ

ノ

御

之の

妻

従
二

門

間
一

而

闚う
か
が
フ二

其ノ

夫ヲ
一。
其ノ

夫

為リ
二

相ノ

御ト
一、
擁シ
二

大

蓋ヲ
一、
策む

ち
ウ
チ二

駟し

馬ば
ニ

一、
意

気

揚

揚ト
シ
テ

甚ダ

自

得ス

也
。
既ニ

シ
テ

而

帰レ
バ、
其ノ

妻

請フ
レ

去
。
夫

問フ
二

其ノ

故ヲ
一。

妻

曰
、「
晏

子ハ

長た
け

不ず
レ

満タ
二

六

尺ニ
一、
身ハ

相タ
リ
テ

二

斉

国ニ
一、
名ハ

顕あ
ら
は
ル二

諸

侯ニ
一。
今い

者ま

妾せ
ふ

観
二

其ノ

出ヅ
ル
ヲ

一、
志

念

深ク
シ
テ

矣
、
常ニ

有リ
二

以も
つ
テ

自ラ

下ル

者こ
と

一。
今

子ハ

長

八

尺ニ
シ
テ、
乃す

な
は
チ

為ル
二

人ノ

僕

御ト
一。
然

子

之の

意

自ラ

●１
＊
1

な
リ
テ

●２

御
者

★
1

●３

大
き
な
日
よ
け
の
傘

馬
車
を
引
く
四
頭
の
馬

●４

▼

ラ
ンコ
ト
ヲ
●５

●６

い
ハ
ク

約
一
三
五
cm

●７

私
。
女
性
の
自
称

み
ル
ニ

◆
1

思
慮

●８

★
2

約
一
八
〇
cm

●９
し
かレ
ド
モ

5
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＊
1
晏
子
…
…
姓
は
晏
、
名
は
嬰え
い

、
字あ
ざ
な
は
仲
。
諡い
み
な
は
平
。「
晏
子
」
と
は
敬
称
。
春
秋
時
代
の
斉
の
霊

公
・
荘
公
・
景
公
の
三
君
に
仕
え
た
名
宰
相
。
生
年
未
詳
〜
前
五
〇
〇
年
頃
。

語
句
・
句
法
3

「
是
以
」
の
意
味
と
し
て
正
し
い
方
を
選

び
な
さ
い
。

ａ

な
ぜ
か
と
い
え
ば

ｂ

こ
う
い
う
わ
け
で

チ
ェ
ッ
ク
2

「
之
」
の
内
容
と
し
て
正
し
い
方
を
選
び

な
さ
い
。

ア

御
者

イ

妻

答
え

★
：
語
句
・
句
法

1
ｂ

2
ａ

3
ｂ

◆
：
チ
ェ
ッ
ク

1
ア

2
ア

★
3
…
…

◆
2
…
…

以テ

為な
ス

レ

足レ
リ
ト。
妾

是こ
こ
ヲ

以テ

求ム
ルレ

去

也な
り
ト

。」
其ノ

後

夫

自ラ

抑

損ス

。
晏

子

怪シ
ミ
テ

而

問ヘ
バレ

之ニ

、
御

以テ
レ

実ヲ

対こ
た
フ

。
晏

子

薦メ
テ

以テ

為ス
二

大

夫ト
一。

●10

★
3

ラ
ンコ
ト
ヲ

●11

控
え
め
に
振
る
舞
う ●12

◆
2

●13
▼
句
形
の
ま
と
め

請フ
レ

〜ン
コ
ト
ヲ

〜
〈
ン
コ
ト
ヲ
〉
こ
フ
（
〜
し
た
い
と
願
い
出
る
）
願
望

本
文
整
理

登
場
人
物
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
、
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

斉
の
宰
相
晏
子
は
、
意
気
揚
々
と
し
て
い
る
御
者
を
妻
と
離
婚
さ
せ
よ
う
と
し

た
。

イ

斉
の
宰
相
晏
子
の
御
者
の
妻
は
、
夫
と
離
婚
さ
せ
て
欲
し
い
と
晏
子
に
願
い
出

た
。

ウ

斉
の
宰
相
晏
子
の
御
者
は
、
仕
事
か
ら
帰
る
と
妻
か
ら
離
婚
し
た
い
と
言
わ
れ

た
。

史記11

確
認

◆

1

9
ペ
ー
ジ
・
4
行
め
「
其ノ

故ヲ

」
の
現
代
語
訳
を
次
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

晏
子
が
御
者
を
そ
の
妻
と
離
婚
さ
せ
る
手
段
を
。

イ

妻
が
御
者
と
離
婚
し
た
い
と
願
い
出
た
理
由
を
。

ウ

御
者
が
妻
と
離
婚
し
た
い
と
願
い
出
た
事
情
を
。

2

9
ペ
ー
ジ
・
8
行
め
「
自ラ

以テ

為ス
レ

足レ
リ
ト

」
の
現
代
語
訳
を
次
か
ら
一
つ
選
び
な
さ

い
。

ア

自
分
で
満
足
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

イ

自
分
で
補
足
し
た
と
し
て
い
る
。

ウ

自
然
と
充
足
さ
れ
る
も
の
で
す
。

■
展
開
の
パ
タ
ー
ン
■

9
ペ
ー
ジ
・
5
行
め
「
妻
曰ハ

ク」
に
お
い
て
、
妻
が
指
摘
す
る
晏
子
と
夫
の
違
い
の
重
要

な
点
と
し
て
、
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

晏
子
は
背
が
小
さ
い
の
に
宰
相
で
、
夫
は
背
が
大
き
い
の
に
御
者
で
あ
る
。

イ

宰
相
の
晏
子
は
有
名
だ
が
、
御
者
の
夫
は
無
名
で
あ
る
。

ウ

晏
子
は
思
慮
深
く
謙
虚
で
、
夫
は
短
絡
的
で
謙
虚
さ
も
向
上
心
も
な
い
。

エ

宰
相
の
晏
子
は
財
産
も
あ
る
が
、
御
者
の
夫
は
貧
乏
で
あ
る
。

■
話
題
の
パ
タ
ー
ン
■

御
者
の
妻
の
優
れ
た
点
と
し
て
、
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ポ
イ
ン
ト

確
認

◆

1「
其
」
が
指
し
て
い
る
の
は
、
直
前
の

「
其ノ

妻
請フ
レ

去ラ
ン
コ
ト
ヲ」
で
あ
り
、「
故
」
の

読
み
は
「
ゆ
ゑ
」
で
あ
る
。

2「
以テ

為ス
二

〜ト
一

」
に
は
、「
〜
と
す
る
・
〜

と
思
う
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
こ
こ
で

の
「
足
」
は
、
9
ペ
ー
ジ
・
3
行
目
「
意

気
揚
揚ト

シ
テ

甚ダ

自
得ス

也
」
と
同
義
。

■
展
開
の
パ
タ
ー
ン
■

妻
が
指
摘
す
る
晏
子
と
夫
の
違
い
の
重
要

な
点
は
、
妻
の
発
言
（
9
ペ
ー
ジ
・
5
行

目
）
の
あ
と
、
夫
が
「
自ラ

抑
損ス

」
と
い
う

態
度
を
取
っ
た
こ
と
か
ら
判
断
で
き
る
。

■
話
題
の
パ
タ
ー
ン
■

妻
の
発
言
を
聞
い
て
態
度
を
改
め
た
御
者
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ア

偉
く
な
る
見
込
み
の
な
い
夫
で
も
、
謙
虚
な
姿
勢
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
長

所
と
し
て
認
め
、
夫
を
励
ま
し
続
け
た
点
。

イ

自
分
の
仕
事
に
生
き
が
い
を
持
つ
夫
の
仕
事
ぶ
り
を
見
て
、
貧
乏
な
生
活
に

も
耐
え
て
、
内
助
の
功
を
発
揮
し
た
点
。

ウ

夫
に
離
婚
さ
れ
る
の
を
覚
悟
の
上
で
、
わ
ざ
と
夫
の
悪
口
を
言
い
、
夫
を
発

奮
さ
せ
て
出
世
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
点
。

エ

夫
を
改
心
さ
せ
る
た
め
に
身
を
犠
牲
に
す
る
覚
悟
で
意
見
し
、
そ
れ
が
元
で

夫
を
出
世
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
点
。

入
試
問
題
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！

◆
◆

10
ペ
ー
ジ
・
3
行
目
で
、
ど
う
し
て
晏
子
は
御
者
を
大
夫
に
推
薦
し
た
の
か
。
二
十
五

字
以
上
三
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

（
都
留
文
科
大
）

は
、
晏
子
の
推
薦
で
大
夫
と
な
る
。

入
試
問
題
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
！

◆
◆

御
者
は
、
妻
の
指
摘
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で

の
態
度
を
改
め
た
と
い
う
事
実
を
、
晏
子

に
正
直
に
話
し
た
。

書
き
下
し
文
と
現
代
語
訳

●1
晏
子
は
斉
の
宰
相
と
な
り
、（
あ
る
時
）
外
出
し

た
。
●2
晏
子
の
御
者
の
妻
が
、（
晏
子
の
家
の
）
門
の

隙
間
か
ら
自
分
の
夫
の
様
子
を
見
て
い
た
。
●3
彼
女
の

夫
は
宰
相
の
御
者
と
な
っ
て
、
大
き
な
日
よ
け
の
傘
の

脇
に
い
て
、
馬
車
を
引
く
四
頭
の
馬
に
鞭
を
あ
て
、
大

●1
晏あ
ん

子し

斉せ
い

の
相し
や
うと
為な

り
て
出い

づ
。
●2
其そ

の
御ぎ
よ

の
妻つ
ま

門も
ん

間か
ん

よ

り
し
て
其そ

の
夫を
つ
とを
闚う
か
がふ
。
●3
其そ

の
夫
を
つ
と

相し
や
うの
御ぎ
よ

と
為な

り
、
大た
い

蓋が
い

を
擁よ
う

し
、
駟し

馬ば

に
策む
ち

う
ち
、
意い

気き

揚や
う

揚や
う

と
し
て
甚は
な
は
だ
自じ

得と
く

史記13
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い
に
得
意
そ
う
で
大
変
思
い
上
が
っ
た
様
子
で
あ
っ

た
。
●4
や
が
て
（
仕
事
を
終
え
た
夫
が
）
帰
っ
て
み
る

と
、
妻
は
離
婚
し
た
い
と
願
い
出
た
。
●5
夫
は
そ
の
理

由
を
尋
ね
た
。
●6
妻
は
言
っ
た
、「
晏
子
様
は
、
背
丈

が
六
尺
（
約
一
三
五
cm
）
に
も
満
た
な
い
の
に
、
そ
の

身
は
斉
の
国
の
宰
相
で
あ
り
、
お
名
前
は
諸
侯
に
広
く

知
れ
渡
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
●7
今
日
、
私
は
晏
子
様
が

外
出
さ
れ
る
の
を
拝
見
し
ま
し
た
が
、
思
慮
深
い
ご
様

子
で
、
常
に
自
ら
へ
り
下
っ
た
態
度
で
お
ら
れ
ま
し

た
。
●8
（
そ
れ
に
引
き
替
え
）
今
、
あ
な
た
は
背
丈
が

八
尺
（
約
一
八
〇
cm
）
も
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
人
の
御
者
と
な
っ
て
い
ま
す
。
●9
し
か
し
、
あ
な

た
の
心
は
、
自
分
で
満
足
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
●10
私

は
こ
う
い
う
わ
け
で
、
離
婚
を
願
う
の
で
す
。」
と
。

●11
そ
の
後
、
夫
は
自
ら
控
え
め
に
振
る
舞
う
よ
う
に
な

っ
た
。
●12
晏
子
は
（
御
者
の
態
度
が
変
わ
っ
た
こ
と

を
）
不
思
議
に
思
い
、
御
者
に
（
そ
の
わ
け
を
）
尋
ね

る
と
、
御
者
は
あ
り
の
ま
ま
を
お
答
え
し
た
。
●13
晏
子

は
（
そ
れ
を
聞
き
）
御
者
を
推
薦
し
大
夫
に
し
た
。

す
。
●4
既す
で

に
し
て
帰か
へ

れ
ば
、
其そ

の
妻つ
ま

去さ

ら
ん
こ
と
を
請こ

ふ
。

●5
夫を
つ
と其そ

の
故ゆ
ゑ

を
問と

ふ
。
●6
妻つ
ま

曰い

は
く
、「
晏あ
ん

子し

は
長た
け

六ろ
く

尺し
や
くに

満み

た
ず
、
身み

は
斉せ
い

国こ
く

に
相し
や
うた
り
て
、
名な

は
諸し
よ

侯こ
う

に
顕あ
ら
はる
。
●7

今い

者ま

妾せ
ふ

其そ

の
出い

づ
る
を
観み

る
に
、
志し

念ね
ん

深ふ
か

く
し
て
、
常つ
ね

に
以も
つ

て
自み
づ
から
下く
だ

る
者こ
と

有あ

り
。
●8
今い
ま

子し

は
長た
け

八は
つ

尺し
や
くに
し
て
、
乃す
な
はち
人ひ
と

の
僕ぼ
く

御ぎ
よ

と
為な

る
。
●9
然し
か

れ
ど
も
子し

の
意い

自み
づ
から

以も
つ

て
足た

れ
り
と

為な

す
。
●10
妾せ
ふ

是こ
こ

を
以も
つ

て
去さ

ら
ん
こ
と
を
求も
と

む
る
な
り
。」
と
。

●11
其そ

の
後の
ち

夫を
つ
と

自み
づ
から
抑よ
く

損そ
ん

す
。
●12
晏あ
ん

子し

怪あ
や

し
み
て
之こ
れ

に
問と

へ

ば
、
御ぎ
よ

実じ
つ

を
以も
つ

て
対こ
た

ふ
。
●13
晏あ
ん

子し

薦す
す

め
て
以も
つ

て
大た
い

夫ふ

と
為な

す
。



小学3

〔
本
文
整
理
〕

劉
表
の
龐
公
に
対
す
る
人
物
評
は
、「
先せ

ん

生せ
い

苦く
る

し
み
て
畎け

ん

畝ほ

に
居を

り
、
而し

か
うし

て
官

く
わ
ん

禄ろ
く

を
肯が

へ

ん
ぜ
ず
（
●5
）」
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。「
官
禄
」
と
は
、

「
官
位
と
奉
禄
」、
す
な
わ
ち
、
出
仕
し
て
官
吏
と
し
て
奉
禄
を
受
け
る
こ
と
な
の
で
、
龐
公
が
出
仕
し
な
い
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

〔
確
認
〕

1
「
未
」
は
再
読
文
字
「
未い

ま

だ
〜
ず
（〈
ま
だ
〉
〜
し
な
い
）」
で
あ
る
が
、「
嘗か

つ
テ」

と
と
も
に
「
未
だ
嘗
て
〜
ず
（
今
ま
で
〜
し
た
こ
と
が
な
い
）」
と

い
う
英
語
の
「never

」
と
同
じ
意
味
に
な
る
。「
嘗
」
と
同
じ
「
曽
（
曾
）」
を
用
い
た
「
未み

曽ぞ

（
曾
）
有う

（
未い

ま
ダ二

曽か
つ
テ（

曾か
つ
テ）

有あ
ラ

一

＝
今
ま
で
あ
っ
た
こ

と
が
な
い
」
の
熟
語
を
覚
え
て
お
く
と
よ
い
。

2
「
何
以
」
は
普
通
、「
ど
う
し
て
（
原
因
・
理
由
）」「
ど
う
や
っ
て
（
方
法
・
手
段
）」
の
意
味
を
持
つ
疑
問
詞
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
後
世
（
後

の
世
＝
龐
公
の
死
後
）」
に
「
子
孫
に
遺の

こ

す
」
と
い
う
内
容
な
の
で
、「
何
を
」
と
い
う
目
的
を
問
う
て
い
る
と
考
え
る
。

〔
展
開
の
パ
タ
ー
ン
〕

皇
帝
の
子
で
あ
り
、
荆
州
刺
史
と
な
っ
て
い
る
劉
表
か
ら
す
れ
ば
、「
先せ

ん

生せ
い

苦く
る

し
み
て
畎け

ん

畝ほ

に
居を

り
、
而し

か
うし

て
官

く
わ
ん

禄ろ
く

を
肯が

へ

ん
ぜ
ず
（
●5
）」
と
し
て
、

苦
し
い
農
耕
生
活
で
は
子
や
孫
に
財
産
を
残
し
て
や
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
の
は
当
然
で
、
こ
の
考
え
方
は
所
謂
世
間
一
般
の
人
々
の
考
え
方

で
あ
る
。

〔
話
題
の
パ
タ
ー
ン
〕

俗
人
は
、
財
産
が
あ
る
こ
と
が
幸
せ
に
つ
な
が
る
と
思
う
が
、
偉
人
で
あ
る
龐
公
は
違
う
。
財
産
が
あ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
仲
の
良
か
っ
た
肉
親

が
敵
同
士
の
よ
う
に
い
が
み
合
う
と
い
う
こ
と
は
よ
く
聞
く
話
で
あ
る
。
人
間
の
幸
せ
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
た
と
え
貧
し
く
と
も
、
家
族
仲
む
つ
ま

じ
く
一
緒
に
汗
を
流
し
て
働
く
こ
と
。
汗
を
流
し
て
働
く
こ
と
を
い
と
わ
な
け
れ
ば
、
生
活
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
龐
公
が
子
や
孫
へ
の
遺
産
と
し
て

何
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
は
、「
世せ

人じ
ん

皆み
な

之こ
れ

に
遺の

こ

す
に
危き

を
以も

つ

て
す
。
今い

ま

独ひ
と

り
之こ

れ

に
遺の

こ

す
に
安あ

ん

を
以も

つ

て
す
（
●7
・
●8
）」
に
よ
っ
て
分
か

る
。

〔
チ
ャ
レ
ン
ジ
〕

劉
表
が
わ
ざ
わ
ざ
龐
公
の
様
子
を
見
に
行
っ
た
理
由
は
、「
先せ

ん

生せ
い

苦く
る

し
み
て
畎け

ん

畝ほ

に
居を

り
、
而し

か
うし

て
官

く
わ
ん

禄ろ
く

を
肯が

へ

ん
ぜ
ず
。
後こ

う

世せ
い

何な
に

を
以も

つ

て
子し

孫そ
ん

に
遺の

こ

す
や
。（
●5
・
●6
）」
の
発
言
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
子
や
孫
に
財
産
を
残
す
こ
と
を
口
実
に
、
仕
官
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。『
後ご

漢か
ん

書じ
ょ

』
逸い

つ

民み
ん

伝で
ん

に
載
せ
る
龐
公
の
伝
に
も
、「
劉り

う

表へ
う

数
し
ば
し
ば

延え
ん

請せ
い

す
る
も
、
屈く

つ

す
る
こ
と
能あ

た

は
ず
。
乃す

な
は就

ち
之こ

れ

を
候う

か
がふ

」
と
あ
る
。
し
か
し
、
龐
公
は
財
産
を
残
さ
な
く

て
も
「
未い

ま

だ
遺の

こ

す
所

と
こ
ろ

無な

し
と
為な

さ
ず
（
●9
）」
と
し
て
、
自
分
の
生
活
を
変
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ず

2偉人伝

1

偉
人
伝
Ａ

小
学

解
答〔

語
句
・
句
法
〕

1

ａ

2

ｂ

3

ｂ

4

ａ

〔
チ
ェ
ッ
ク
〕

1

イ

2

ア

〔
本
文
整
理
〕

ア

〔
確
認
〕

1

イ

2

イ

〔
展
開
の
パ
タ
ー
ン
〕
ウ

〔
話
題
の
パ
タ
ー
ン
〕
イ

〔
チ
ャ
レ
ン
ジ
〕

Ｅ

解
説〔

語
句
・
句
法
〕

1
「
〜（

名
詞
）ノ

・
〜

（
連
体
形
）ガ

ご
と
シ
」
は
、
漢
文
で
は
「
如ご

と
シ二

〜（
ノ
・
ガ
）

一

・
若ご

と
シ二

〜（
ノ
・
ガ
）

一

」
の
形
で
、「
〜
の
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。
助
動
詞
に
相
当
す

る
の
で
、
書
き
下
し
文
で
は
平
仮
名
に
直
す
。

2
「
而
」
は
接
続
を
表
す
漢
字
で
、
置
き
字
と
し
て
読
ま
な
い
場
合
も
多
い
。
こ
こ
で
は
、「
し
か
シ
テ
・
し
か
う
シ
テ
」
と
訓
読
し
、「
そ
し
て
」
と

い
う
順
接
の
接
続
を
表
す
。
逆
接
の
「
し
か
し
」
の
場
合
は
、「
し
か
レ
ド
モ
・
し
か
ル
ニ
・
し
か
モ
」
と
訓
読
す
る
。

3
「
首
肯
・
肯
定
」
と
い
っ
た
二
字
熟
語
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
肯
」
は
「
う
な
ず
く
・
同
意
す
る
・
承
知
す
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。「
が
へ

ン
ズ
（
が
へ
ん
ズ
）」
と
い
う
読
み
が
特
徴
的
。

4

漢
文
の
「
所
」
は
、「
場
所
」
の
意
味
以
外
に
「
こ
と
・
も
の
・
人
」
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
こ
と
も
多
い
。「
場
所
」
の
意
味
で
は
、「
処
」
も
よ

く
用
い
ら
れ
る
。

〔
チ
ェ
ッ
ク
〕

1
「
之こ

れ

」
と
は
、「
劉
表
」
が
「
候う

か
が」

っ
た
内
容
で
あ
る
。
直
後
の
●4
「
龐は

う

公こ
う

壟ろ
う

上じ
や
うに

釈せ
き

耕か
う

し
て
、
妻さ

い

子し

前ま
へ

に
耘く

さ
ぎる

」
の
状
況
に
つ
い
て
、
劉
表
が
「
先せ

ん

生せ
い

苦く
る

し
み
て
畎け

ん

畝ほ

に
居を

り
（
●5
）」
と
話
し
か
け
る
こ
と
か
ら
「
之
」
の
判
断
を
す
る
。

2

劉
表
が
龐
公
に
語
り
か
け
た
●5
・
●6
の
二
文
が
、「
生
活
の
苦
し
い
農
耕
生
活
よ
り
も
官
職
に
就
い
て
、
子
や
孫
に
財
産
を
残
す
べ
き
だ
」
と
い
う

内
容
で
あ
る
こ
と
を
受
け
て
、
仕
官
し
な
い
龐
公
に
と
っ
て
の
「
危
」
と
「
安
」
と
は
何
か
を
考
え
る
。

解
説

解
答
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〔
確
認
〕

1
「
其
」
は
、
直
前
の
「
其ノ

妻
請フ
レ

去ラ
ン
コ
ト
ヲ（

●4
）」
を
指
す
。
こ
こ
で
の
「
去
る
」
と
は
「
離
婚
す
る
」
の
意
。「
故
」
は
、「
ゆ
ゑ
」
と
読
み
、「
理

由
・
わ
け
」
の
意
。

2
「
以も

つ
テ

為な
ス

二

〜ト
一

」
は
、「
〜
と
す
る
・
〜
と
思
う
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。「
〜
と
す
る
」
は
、
本
文
最
後
の
「
以テ

為ス
二

大
夫ト
一

（
大
夫
と
し
た
）（
●13
）」

の
用
法
。「
以も

つ
テ

為な
ス

レ

足レ
リ
ト（

●9
）」
は
、「
子
之
意
（
あ
な
た
の
心
）」
が
主
語
な
の
で
、「
満
足
だ
と
思
う
」
の
意
。

〔
展
開
の
パ
タ
ー
ン
〕

妻
が
夫
で
あ
る
御
者
に
対
し
、
な
ぜ
離
婚
を
切
り
出
し
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
妻
の
発
言
の
後
、
夫
が
「
自ラ

抑
損ス

（
●11
）」
と
い
う
態
度
を
取

っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
妻
は
夫
に
謙
虚
で
あ
れ
と
、
晏
子
を
引
き
合
い
に
出
し
て
訴
え
た
の
で
あ
る
。

〔
話
題
の
パ
タ
ー
ン
〕

晏
子
・
御
者
・
御
者
の
妻
、
三
者
三
様
に
注
目
す
べ
き
良
い
点
が
あ
る
が
、
今
回
は
俗
人
と
違
う
視
点
・
価
値
観
を
持
っ
た
人
物
と
し
て
「
御
者
の

妻
」
を
偉
人
と
し
て
と
ら
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
夫
を
改
心
さ
せ
る
た
め
に
、
自
分
の
身
を
顧
み
ず
に
離
婚
を
切
り
出
し
、
改
心
し
た
夫
に
出
世
の
機

会
を
も
た
ら
す
こ
と
を
成
し
遂
げ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
代
と
違
い
、
男
性
に
比
べ
女
性
の
立
場
が
弱
か
っ
た
当
時
に
お
い
て
、
夫
に
離
婚
を
切
り
出
す

な
ど
相
当
の
覚
悟
で
あ
ろ
う
。

〔
チ
ャ
レ
ン
ジ
〕

御
者
の
評
価
で
き
る
点
は
、
妻
の
正
し
い
指
摘
を
聞
き
入
れ
る
素
直
さ
と
、
改
心
し
た
あ
と
の
謙
虚
な
姿
勢
の
二
点
で
あ
る
。
素
直
さ
と
す
ぐ
に
行

動
を
改
め
る
姿
勢
を
持
つ
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
仕
事
で
成
果
を
発
揮
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
、
現
代
も
同
じ
で
あ
る
。

4偉人伝

1

偉
人
伝
Ｂ

史
記

解
答〔

語
句
・
句
法
〕

1

ｂ

2

ａ

3

ｂ

〔
チ
ェ
ッ
ク
〕

1

ア

2

ア

〔
本
文
整
理
〕

ウ

〔
確
認
〕

1

イ

2

ア

〔
展
開
の
パ
タ
ー
ン
〕
ウ

〔
話
題
の
パ
タ
ー
ン
〕
エ

〔
チ
ャ
レ
ン
ジ
〕

妻
の
指
摘
を
素
直
に
聞
き
入
れ
、
改
心
し
謙
虚
に
な
っ
た
御
者
を
高
く
評
価
し
た
た
め
。（
三
四
字
）

解
説〔

語
句
・
句
法
〕

1
「
従
」
は
、
動
詞
と
し
て
「
し
た
が
う
」
と
い
う
意
味
の
ほ
か
、
助
詞
と
し
て
「
自
」
と
同
じ
く
下
か
ら
返
っ
て
「
〜
よ
リ
」
と
読
み
、「
〜
か
ら
」

と
い
う
意
味
を
表
す
助
詞
と
し
て
の
用
法
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
下
に
接
続
を
表
す
置
き
字
の
「
而
」
が
あ
る
の
で
、「
し
て
」
が
つ
く
。

2
「
子
」
は
、
漢
文
で
は
「
し
」
と
読
み
、
二
人
称
と
し
て
「
あ
な
た
」
と
い
う
意
味
を
表
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
御
者
の
妻
が
夫
を
指
し
て

い
る
。

3
「
是こ

こ
ヲ

以も
つ
テ」

は
、「
こ
う
い
う
わ
け
で
」
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
ま
で
の
大
ま
か
な
内
容
を
表
す
こ
と
が
多
い
。「
以も

つ
テレ

是こ
れ
ヲ」

は
、「
こ
の
こ
と
に
よ
っ

て
」
と
い
う
意
味
で
、
直
前
の
具
体
的
内
容
を
表
す
こ
と
が
多
い
。

〔
チ
ェ
ッ
ク
〕

1
「
其そ

ノ

」
は
「
出ヅ

ル
ヲ

」
の
主
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ま
で
妻
が
話
題
に
し
て
い
た
人
物
、
す
な
わ
ち
晏
子
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
「
出
」

が
、
冒
頭
に
「
晏
子
為リ

テ二

斉ノ

相ト
一

出ヅ

（
●1
）」
と
現
れ
て
い
る
こ
と
も
参
考
と
な
る
。

2

晏
子
が
「
怪
」
し
ん
だ
の
は
、
直
前
の
「
其ノ

後
夫
（
＝
御
者
）
自ラ

抑
損ス

（
●11
）」
で
あ
る
の
で
、
晏
子
が
そ
の
理
由
を
「
問
」
う
対
象
と
な
る
「
之こ

れ

」

と
は
、
御
者
と
な
る
。

〔
本
文
整
理
〕

晏
子
・
御
者
・
御
者
の
妻
と
い
う
登
場
人
物
三
人
の
関
係
及
び
行
動
を
押
さ
え
る
。
外
出
す
る
宰
相
晏
子
、
晏
子
の
馬
車
を
操
る
御
者
、
帰
っ
て
き
た

御
者
に
離
婚
を
申
し
出
る
妻
、
と
い
う
冒
頭
の
流
れ
を
整
理
す
る
。
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ｂ
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解
説〔

語
句
・
句
法
〕

1
「
〜（

名
詞
）ノ

・
〜

（
連
体
形
）ガ

ご
と
シ
」
は
、
漢
文
で
は
「
如ご

と
シ二

〜（
ノ
・
ガ
）

一

・
若ご

と
シ二

〜（
ノ
・
ガ
）

一

」
の
形
で
、「
〜
の
よ
う
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
を
表
す
。
助
動
詞
に
相
当
す

る
の
で
、
書
き
下
し
文
で
は
平
仮
名
に
直
す
。

2
「
而
」
は
接
続
を
表
す
漢
字
で
、
置
き
字
と
し
て
読
ま
な
い
場
合
も
多
い
。
こ
こ
で
は
、「
し
か
シ
テ
・
し
か
う
シ
テ
」
と
訓
読
し
、「
そ
し
て
」
と

い
う
順
接
の
接
続
を
表
す
。
逆
接
の
「
し
か
し
」
の
場
合
は
、「
し
か
レ
ド
モ
・
し
か
ル
ニ
・
し
か
モ
」
と
訓
読
す
る
。

3
「
首
肯
・
肯
定
」
と
い
っ
た
二
字
熟
語
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、「
肯
」
は
「
う
な
ず
く
・
同
意
す
る
・
承
知
す
る
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
。「
が
へ

ン
ズ
（
が
へ
ん
ズ
）」
と
い
う
読
み
が
特
徴
的
。

4

漢
文
の
「
所
」
は
、「
場
所
」
の
意
味
以
外
に
「
こ
と
・
も
の
・
人
」
と
い
っ
た
意
味
を
持
つ
こ
と
も
多
い
。「
場
所
」
の
意
味
で
は
、「
処
」
も
よ

く
用
い
ら
れ
る
。

〔
チ
ェ
ッ
ク
〕

1
「
之こ

れ

」
と
は
、「
劉
表
」
が
「
候う

か
が」

っ
た
内
容
で
あ
る
。
直
後
の
●4
「
龐は

う

公こ
う

壟ろ
う

上じ
や
うに

釈せ
き

耕か
う

し
て
、
妻さ

い

子し

前ま
へ

に
耘く

さ
ぎる

」
の
状
況
に
つ
い
て
、
劉
表
が
「
先せ

ん

生せ
い

苦く
る

し
み
て
畎け

ん

畝ほ

に
居を

り
（
●5
）」
と
話
し
か
け
る
こ
と
か
ら
「
之
」
の
判
断
を
す
る
。

2

劉
表
が
龐
公
に
語
り
か
け
た
●5
・
●6
の
二
文
が
、「
生
活
の
苦
し
い
農
耕
生
活
よ
り
も
官
職
に
就
い
て
、
子
や
孫
に
財
産
を
残
す
べ
き
だ
」
と
い
う

内
容
で
あ
る
こ
と
を
受
け
て
、
仕
官
し
な
い
龐
公
に
と
っ
て
の
「
危
」
と
「
安
」
と
は
何
か
を
考
え
る
。
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〔
本
文
整
理
〕

劉
表
の
龐
公
に
対
す
る
人
物
評
は
、「
先せ

ん

生せ
い

苦く
る

し
み
て
畎け

ん

畝ほ

に
居を

り
、
而し

か
うし

て
官

く
わ
ん

禄ろ
く

を
肯が

へ

ん
ぜ
ず
（
●5
）」
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。「
官
禄
」
と
は
、

「
官
位
と
奉
禄
」、
す
な
わ
ち
、
出
仕
し
て
官
吏
と
し
て
奉
禄
を
受
け
る
こ
と
な
の
で
、
龐
公
が
出
仕
し
な
い
こ
と
を
惜
し
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

〔
確
認
〕

1
「
未
」
は
再
読
文
字
「
未い

ま

だ
〜
ず
（〈
ま
だ
〉
〜
し
な
い
）」
で
あ
る
が
、「
嘗か

つ
テ」

と
と
も
に
「
未
だ
嘗
て
〜
ず
（
今
ま
で
〜
し
た
こ
と
が
な
い
）」
と

い
う
英
語
の
「never

」
と
同
じ
意
味
に
な
る
。「
嘗
」
と
同
じ
「
曽
（
曾
）」
を
用
い
た
「
未み

曽ぞ

（
曾
）
有う

（
未い
ま
ダ二

曽か
つ
テ（
曾か
つ
テ）
有あ
ラ

一

＝
今
ま
で
あ
っ
た
こ

と
が
な
い
」
の
熟
語
を
覚
え
て
お
く
と
よ
い
。

2
「
何
以
」
は
普
通
、「
ど
う
し
て
（
原
因
・
理
由
）」「
ど
う
や
っ
て
（
方
法
・
手
段
）」
の
意
味
を
持
つ
疑
問
詞
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
後
世
（
後

の
世
＝
龐
公
の
死
後
）」
に
「
子
孫
に
遺の

こ

す
」
と
い
う
内
容
な
の
で
、「
何
を
」
と
い
う
目
的
を
問
う
て
い
る
と
考
え
る
。

〔
展
開
の
パ
タ
ー
ン
〕

皇
帝
の
子
で
あ
り
、
荆
州
刺
史
と
な
っ
て
い
る
劉
表
か
ら
す
れ
ば
、「
先せ

ん

生せ
い

苦く
る

し
み
て
畎け

ん

畝ほ

に
居を

り
、
而し

か
うし

て
官

く
わ
ん

禄ろ
く

を
肯が

へ

ん
ぜ
ず
（
●5
）」
と
し
て
、

苦
し
い
農
耕
生
活
で
は
子
や
孫
に
財
産
を
残
し
て
や
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
る
の
は
当
然
で
、
こ
の
考
え
方
は
所
謂
世
間
一
般
の
人
々
の
考
え
方

で
あ
る
。

〔
話
題
の
パ
タ
ー
ン
〕

俗
人
は
、
財
産
が
あ
る
こ
と
が
幸
せ
に
つ
な
が
る
と
思
う
が
、
偉
人
で
あ
る
龐
公
は
違
う
。
財
産
が
あ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
仲
の
良
か
っ
た
肉
親

が
敵
同
士
の
よ
う
に
い
が
み
合
う
と
い
う
こ
と
は
よ
く
聞
く
話
で
あ
る
。
人
間
の
幸
せ
と
は
何
か
。
そ
れ
は
、
た
と
え
貧
し
く
と
も
、
家
族
仲
む
つ
ま

じ
く
一
緒
に
汗
を
流
し
て
働
く
こ
と
。
汗
を
流
し
て
働
く
こ
と
を
い
と
わ
な
け
れ
ば
、
生
活
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
龐
公
が
子
や
孫
へ
の
遺
産
と
し
て

何
が
大
切
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
か
は
、「
世せ

人じ
ん

皆み
な

之こ
れ

に
遺の

こ

す
に
危き

を
以も

つ

て
す
。
今い

ま

独ひ
と

り
之こ

れ

に
遺の

こ

す
に
安あ

ん

を
以も

つ

て
す
（
●7
・
●8
）」
に
よ
っ
て
分
か

る
。

〔
チ
ャ
レ
ン
ジ
〕

劉
表
が
わ
ざ
わ
ざ
龐
公
の
様
子
を
見
に
行
っ
た
理
由
は
、「
先せ

ん

生せ
い

苦く
る

し
み
て
畎け
ん

畝ほ

に
居を

り
、
而し
か
うし
て
官
く
わ
ん

禄ろ
く

を
肯が
へ

ん
ぜ
ず
。
後こ
う

世せ
い

何な
に

を
以も
つ

て
子し

孫そ
ん

に
遺の
こ

す
や
。（
●5
・
●6
）」
の
発
言
に
集
約
さ
れ
て
い
る
。
子
や
孫
に
財
産
を
残
す
こ
と
を
口
実
に
、
仕
官
を
勧
め
て
い
る
の
で
あ
る
。『
後ご

漢か
ん

書じ
ょ

』
逸い
つ

民み
ん

伝で
ん

に
載
せ
る
龐
公
の
伝
に
も
、「
劉り
う

表へ
う

数
し
ば
し
ば

延え
ん

請せ
い

す
る
も
、
屈く
つ

す
る
こ
と
能あ
た

は
ず
。
乃す
な
は就
ち
之こ
れ

を
候う
か
がふ
」
と
あ
る
。
し
か
し
、
龐
公
は
財
産
を
残
さ
な
く

て
も
「
未い
ま

だ
遺の
こ

す
所
と
こ
ろ

無な

し
と
為な

さ
ず
（
●9
）」
と
し
て
、
自
分
の
生
活
を
変
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ず
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