
五
下
『「
古
典
」
を
楽
し
む
』（
27
ペ
ー
ジ
）

　
　「
古
典
」
の
言
葉
に
ふ
れ
よ
う

　『「
古
典
」
を
楽
し
む
』
で
、「
古
典
」
と
い
わ
れ
る
昔
の
物
語
の
い
く
つ
か
を
読
ん
で
き
ま

し
た
。『
竹た
け

取と
り

物
語
』
や
『
平へ

い

家け

物
語
』
で
は
、
少
し
だ
け
で
す
が
、
昔
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま

に
読
み
ま
し
た
。
昔
の
物
語
を
昔
の
言
葉
で
読
ん
で
、
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
ま
し
た
か
。

『
源げ
ん

氏じ

物
語
』

　『
源
氏
物
語
』
は
、
紫
む
ら
さ
き

式し
き

部ぶ

と
い
う
女
性
が
千
年
ほ
ど
前
に
書
い
た
物
語
で
す
。
こ
の
物

語
は
、
日
本
の
古
い
物
語
の
中
で
も
特
に
す
ぐ
れ
た
作
品
と
し
て
、
後
の
日
本
文
化
に
と
て
も

大
き
な
え
い
き
ょ
う
を
あ
た
え
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　『
源
氏
物
語
』
の
中
に
は
、『
竹
取
物
語
』
の
こ
と
が
、「
物
語
の
い
で
来き

は
じ
め
の
親
」
と

書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
で
、『
竹
取
物
語
』
が
作
ら
れ
て
か
ら
百
年
ほ
ど
た
っ
た
と
思

わ
れ
る
こ
の
こ
ろ
に
は
、
も
う
、
多
く
の
人
に
親
し
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　『
源
氏
物
語
』
は
、
次
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

い
づ（

ズ
）

れ
の
御お
ほ
ん

時
に
か
、
女に
よ
う

御ご

、
更か
う

衣い

あ
ま
た
さ
ぶ
ら
ひ（

イ
）

た
ま
ひ（

イ
）

け
る
中
に
、
い

と
や
む（

ン
）ご

と
な
き
き
は（

ワ
）に

は
あ
ら
ぬ
が
、
す
ぐ
れ
て
時
め
き
た
ま
ふ（

ウ
）あ

り
け
り
。

ど
の
帝み
か
ど

の
御み

代よ

で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
女
御
や
更
衣
が
大
勢
帝
に
お
仕
え
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
中
に
、

そ
れ
ほ
ど
高
貴き

な
家
柄が
ら

で
は
な
い
か
た
で
、
格か
く

別
に
帝
に
大
事
に
さ
れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
た
が
い
た
。

『
伊い

曽そ

保ほ

物
語
』

　
　
は
と
と
あ
り
の
こ
と
（
全
文
）

　
あ
る
川
の
ほ
と
り
に
、
あ
り
、
遊
ぶ
こ
と
あ
り
け
り
。
に
は（

ワ
）

か
に
水
か
さ
増ま

さ

り
き
て
、
か
の
あ
り
を
さ
そ
ひ（

イ
）

流
る
。
う
き
ぬ
し
づ（

ズ
）

み
ぬ
す
る
と
こ
ろ
に
、
は
と
、

こ
ず
ゑ（

エ
）

よ
り
こ
れ
を
見
て
、「
あ
は（

ワ
）

れ
な
る
あ
り
さ
ま
か
な
。」
と
、
こ
ず
ゑ（

エ
）

を
ち

と
食
ひ（

イ
）

切
つ（

ッ
）

て
、
川
の
中
に
落
と
し
け
れ
ば
、
あ
り
、
こ
れ
に
乗
つ（

ッ
）

て
な
ぎ
さ
に

上
が
り
ぬ
。
か
か
り
け
る
と
こ
ろ
に
、
あ
る
人
、
さ
を（

オ
）

の
先
に
と
り
も
ち
を
つ
け

（
オ
オ
ン
）

（
ニ
ョ
ウ
）

（
コ
ウ
）
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て
か
の
は
と
を
さ
さ
む（

ン
）と

す
。
あ
り
、
心
に
思
ふ（

ウ
）や（
ヨ
ウ
）う

、「
た
だ
今
の
恩お
ん

を
送
ら
む（

ン
）

も
の
を
。」
と
思
ひ（

イ
）、

か
の
人
の
足
に
し
つ（

ッ
）か

と
食
ひ（

イ
）つ

き
け
れ
ば
、
お
び
え
あ
が

つ（
ッ
）

て
、
さ
を（

オ
）

を
か
し
こ
に
投
げ
す
て
け
り
。
そ
の
も
の
の
色
や
し
る
。
し
か
る
に
、

は
と
、
こ
れ
を
さ
と
り
て
、
い
づ（

ズ
）く

と
も
な
く
飛
び
去
り
ぬ
。

　
そ
の
ご
と
く
、
人
の
恩お
ん

を
受
け
た
ら
む（

ン
）者

は
、「
い
か
さ
ま
に
も
そ
の
む
く
ひ（

イ
）を

せ
ば
や
。」
と
思
ふ（

ウ
）こ

こ
ろ
ざ
し
を
も
つ
べ
し
。

　
あ
る
川
の
ほ
と
り
で
、
あ
り
が
遊
ん
で
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
急
に
、
水
か
さ
が
増ふ

え
て
き

て
、
そ
の
あ
り
を
ま
き
こ
ん
で
流
れ
ま
し
た
。
あ
り
が
う
い
た
り
し
ず
ん
だ
り
し
て
い
る
と
、

は
と
が
木
の
枝え
だ

か
ら
こ
の
様
子
を
見
て
、「
気
の
毒ど
く

だ
な
あ
。」
と
、
木
の
枝
を
少
し
食
い
ち

ぎ
っ
て
、
川
の
中
に
落
と
し
た
の
で
、
あ
り
は
そ
れ
に
乗
っ
て
岸
に
上
が
る
こ
と
が
で
き
ま
し

た
。
す
る
と
、
あ
る
人
が
さ
お
の
先
に
鳥
も
ち
を
付
け
て
、
は
と
を
と
ろ
う
と
し
ま
し
た
。
あ

り
は
心
の
中
で
、「
た
っ
た
今
自
分
が
受
け
た
恩
を
返
そ
う
。」
と
思
っ
て
、
そ
の
人
の
足
に

し
っ
か
り
と
食
い
つ
い
た
の
で
、
そ
の
人
は
び
っ
く
り
し
て
、
さ
お
を
そ
の
場
に
投
げ
す
て
ま

し
た
。
そ
の
人
は
、
あ
り
に
食
い
つ
か
れ
た
わ
け
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、

は
と
は
そ
れ
が
わ
か
っ
て
、
ど
こ
へ
と
も
な
く
飛
び
去
り
ま
し
た
。

　
こ
の
よ
う
に
、
人
の
恩
を
受
け
た
よ
う
な
者
は
、「
ど
の
よ
う
に
し
て
も
そ
の
恩
返
し
を
し

た
い
。」
と
い
う
気
持
ち
を
も
ち
た
い
も
の
で
す
。

　
今
、
わ
た
し
た
ち
が
知
っ
て
い
る
「
あ
り
と
き
り
ぎ
り
す
」
の
話
が
「
あ
り
と
せ
み
の
こ

と
」
と
な
っ
て
い
る
な
ど
、
少
し
内
容
が
変
わ
っ
て
い
る
も
の
も
あ
り
ま
す
が
、『
伊
曽
保
物

語
』
に
は
、
こ
の
他
に
も
、「
ラ
イ
オ
ン
と
ね
ず
み
」
な
ど
の
話
が
お
さ
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
昔
の
言
葉
を
そ
の
ま
ま
読
む
の
は
大
変
で
す
。
し
か
し
、
今
の
言
葉
と
比く
ら

べ
た
り
、
言
葉
の

リ
ズ
ム
や
ひ
び
き
を
感
じ
た
り
す
る
こ
と
で
、
み
な
さ
ん
の
言
葉
の
世
界
は
広
が
っ
て
い
く
で

し
ょ
う
。
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