
あ
き
の
さ
ん
の
班
は
、
古
文
と
そ
の
口
語
訳
を
読
ん
で
、
そ
の
作
品
が
書
か
れ
た
時
代
の
様
子
を
知
る
た
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め
に
、
話
し
合
い
を
し
て
い
ま
す
。
【
古
文
の
一
部
】
・
【
口
語
訳
】
・
【
話
し
合
い
の
一
部
】
を
読
ん
で
、
あ

と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

家
の
作
り
や
う
は

「
徒
然
草
」
か
ら

家
の
作
り
や
う
は
、
夏
を
む
ね
と
す
べ
し
。
冬
は
、
い
か
な
る
所
に
も
住
ま
る
。
暑
き
こ
ろ
わ
ろ
き
住
居
は
、
堪

す

ま

ひ

た

へ
が
た
き
こ
と
な
り
。

深
き
水
は
、
涼
し
げ
な
し
。
浅
く
て
流
れ
た
る
、
は
る
か
に
涼
し
。
細
か
な
る
物
を
見
る
に
、
遣
戸
は
蔀

や
り

ど

し
と
み

の
間
よ
り
も
明
か
し
。
天
井
の
高
き
は
、
冬
寒
く
、

灯

暗
し
。
造
作
は
、
用
な
き
所
を
作
り
た
る
、
見
る
も

ま

あ

と
も
し
び

ぞ
う
さ
く

お
も
し
ろ
く
、
万
の
用
に
も
立
ち
て
よ
し
と
ぞ
、
人
の
定
め
合
ひ
は
べ
り
し
。

よ
ろ
ず

（
「
徒
然
草
全
注
釈

上
巻
」
よ
り
。
一
部
省
略
等
が
あ
る
。）

家
の
作
り
方
は
、
夏
を
中
心
に
考
え
る
の
が
よ
い
。
冬
は
ど
ん
な
所
に
で
も
住
め
る
。
暑
い
時
期
に
住
み
に

く
い
住
居
は
、
我
慢
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

が

ま
ん

や
り
水
（
庭
に
水
を
引
き
入
れ
て
作
っ
た
細
い
流
れ
）
に
つ
い
て
は
、
底
が
深
い
の
は
涼
し
そ
う
で
は
な
い
。

浅
く
て
流
れ
て
い
る
ほ
う
が
ず
っ
と
涼
し
い
感
じ
が
す
る
。
細
か
い
物
を
見
る
と
き
に
は
、
や
り
戸
（
左
右
に

開
閉
す
る
引
き
戸
）
の
あ
る
部
屋
の
ほ
う
が
、
し
と
み
（
上
下
に
開
閉
す
る
格
子
を
付
け
た
戸
）
の
あ
る
部
屋

こ
う

し

よ
り
も
明
る
い
。
ま
た
、
天
井
が
高
い
部
屋
は
、
冬
の
間
寒
く
、
夜
は
灯
火
が
暗
い
。
建
築
は
、
使
い
道
の
な

い
部
屋
を
作
っ
て
お
く
の
が
、
見
た
目
も
風
流
で
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
に
役
立
っ
て
よ
い
も
の
だ
と
、
あ
る
人

た
ち
が
論
じ
合
っ
て
決
め
た
の
で
し
た
。

あ
き
の

徒
然
草
の
作
者

Ａ

の
生
き
た

Ｂ

時
代
は
、
今
と
は
随
分
違
っ
て
い
た
で
し
ょ
う
ね
。

よ
し
は

今
の
よ
う
に
、
ク
ー
ラ
ー
や
扇
風
機
の
な
い
時
代
、
夏
は
暑
か
っ
た
で
し
ょ
う
ね
。

は
る
な

服
装
も
着
物
だ
か
ら
、
着
る
物
で
温
度
を
調
整
す
る
こ
と
も
難
し
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

あ
き
の

だ
か
ら
、
建
物
の
つ
く
り
を
工
夫
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

は
る
な

は
い
。
「
や
り
水
」
と
い
う
庭
に
水
を
引
き
入
れ
て
作
っ
た
水
の
流
れ
は
、

Ｃ

と

作
者
は
書
い
て
い
ま
す
ね
。

あ
き
の

「
天
井
が
高
い
部
屋
は
、
冬
の
間
寒
く
、
夜
は
灯
火
が
暗
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
明
か
り
が

暗
い
と
言
え
る
の
だ
と
思
い
ま
す
か
。

よ
し
は

そ
う
で
す
ね
。
今
は
、
天
井
等
に
電
気
が
つ
い
て
い
て
明
る
く
照
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か

し
、
こ
の
時
代
は
床
に
明
か
り
が
置
か
れ
て
い
た
か
ら
、

Ｄ

と
い
う
こ
と
が
理
由
だ

と
思
い
ま
す
。

あ
き
の

な
る
ほ
ど
。
で
は
、
使
い
道
の
な
い
部
屋
を
つ
く
っ
て
お
く
こ
と
が
よ
い
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
は
ど
う
し
て
だ
と
思
い
ま
す
か
。

よ
し
は

今
も
、
余
分
に
部
屋
が
あ
る
と
、
い
ろ
い
ろ
と
使
え
ま
す
ね
。
例
え
ば
、
お
客
さ
ん
に
泊
ま
っ
て

も
ら
っ
た
り
、
ち
ょ
っ
と
し
た
物
置
場
に
し
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。

は
る
な

「
や
り
水
」「
遣
り
戸
」「
蔀
」
な
ど
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
、
も
っ
と
知
り
た
い
で
す
ね
。

【
古
文
の
一
部
】

【
口
語
訳
】

【
話
し
合
い
の
一
部
】



１

【
話
し
合
い
の
一
部
】
の

Ａ

・

Ｂ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。

Ａ

Ｂ

時
代

２

【
話
し
合
い
の
一
部
】
の

Ｃ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
【
口
語
訳

】
の
言
葉
を
用
い
て
書
き
な

さ
い
。
た
だ
し
、
「
～
よ
り
も
～
」
と
い
う
形
に
な
る
よ
う
に
、
十
字
以
上
、
二
十
字
以
内
で
書
く
こ
と
。

３

【
話
し
合
い
の
一
部
】
の

Ｄ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
十
字
以
上
、
二
十
字
以
内
で
書
き
な

さ
い
。

10

20 20
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問
題
に
つ
い
て

発
展
［
知
識
及
び
技
能

伝
統
的
な
言
語
文
化
］
古
文
に
親
し
む
問
題

（3）

（
「
徒
然
草
」
の
作
者
の
考
え
や
古
典
用
語
か
ら
そ
の
時
代
を
知
る
）

古
文
を
学
習
す
る
う
え
で
、
そ
の
時
代
の
文
化
や
そ
の
時
代
に
生
き
た
人
び
と
の
考
え
方
を
知
る
こ
と
は

と
て
も
重
要
で
す
。
作
品
の
成
立
時
代
、
作
者
に
つ
い
て
調
べ
た
り
、
古
語
に
つ
い
て
調
べ
た
り
し
て
、
そ

の
作
品
が
ど
の
よ
う
な
時
代
に
ど
の
よ
う
な
考
え
の
作
者
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
の
か
を
捉
え
る
こ
と
が

大
切
で
す
。
そ
う
い
っ
た
学
習
に
よ
り
、
現
代
社
会
と
の
共
通
点
と
相
違
点
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、

よ
り
深
く
古
文
を
身
近
な
も
の
と
し
て
味
わ
え
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。

○

解
答
は
、
問
題
用
紙
に
記
入
し
ま
す
。
言
葉
や
文
章
で
答
え
る
問
題
は
、
条
件
に
注
意
し
て
書
く
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

○

解
答
を
読
ん
で
、
自
分
で
答
え
合
わ
せ
を
す
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
文
章
で
書
く
問
題
は
、
解
答
の
例
文

を
参
考
に
し
ま
し
ょ
う
。

解
答１

Ａ

兼
好
法
師

Ｂ

鎌
倉
（
時
代
）

28

２
（
例
）

底
が
深
い
よ
り
も
浅
い
方
が
涼
し
く
感
じ
る
（
十
七
字
）

３
（
例
）

天
井
が
高
い
と
暗
く
な
っ
て
し
ま
う
（
十
四
字
）


