
味
を
理
解
し
'
古
典
読
解
の
技
能
養
成
に
終
わ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
こ
と
は
わ
か
っ
て
い
て

も
'
い
わ
ゆ
る
　
r
こ
と
ば
い
じ
り
j
に
な
っ
て
し

ま
い
が
ち
で
す
。
」
と
述
べ
へ
　
そ
の
打
開
策
と
し
て

こ
れ
ら
の
実
践
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
も
現
わ

れ
て
い
る
。

本
書
は
'
高
等
学
校
の
実
践
の
場
か
ら
は
離
れ

た
著
者
が
'
そ
れ
ま
で
の
自
身
の
国
語
科
学
習
指

導
の
あ
り
方
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
継
め
た
も
の
と
い

え
へ
研
究
の
一
つ
の
区
切
り
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し

い
著
作
で
あ
ろ
う
と
思
う
。

(
A
5
判
へ
　
二
三
七
ぺ
-
ジ
'
昭
和
六
十
三
年
十

月
十
五
日
発
行
へ
渓
水
杜
刊
へ
三
へ
五
〇
〇
円
)

(
福
島
　
浩
介
)

岡
屋
昭
雄
著

『
心
に
ひ
び
き
あ
う
国
語
教
育
の
創
造
』

本
書
は
'
次
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。

-
　
国
語
教
室
の
授
業
の
営
み

Ⅱ
　
国
語
科
教
育
の
課
題
と
実
践

Ⅲ
　
田
語
教
育
実
践
史

Ⅳ
　
作
品
研
究
事
例

そ
し
て
、
筆
者
は
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
そ
の
執

筆
意
図
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

I
で
は
'
国
語
教
室
が
'
教
師
と
子
供
の

信
頼
と
愛
情
と
に
溢
れ
た
場
所
、
つ
ま
り
人

生
の
ド
ラ
マ
を
創
造
す
る
劇
場
と
な
っ
て
は

し
い
へ
と
願
う
も
の
で
あ
る
。

Ⅱ
は
'
国
語
科
教
育
の
課
題
に
即
し
て
論

じ
た
も
の
で
あ
る
O
し
た
が
っ
て
、
「
人
間

の
」
と
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
っ
て
論
究
し
た

も
の
で
あ
る
。

Ⅲ
で
は
、
教
師
の
自
己
陶
冶
は
ど
の
よ
う

に
な
さ
れ
る
か
と
い
う
視
点
を
通
底
さ
せ
た

つ
も
り
で
あ
る
。

Ⅳ
は
'
宮
沢
賢
治
の
作
品
は
'
現
代
の
人

間
の
生
き
方
を
活
性
化
す
る
も
の
だ
t
と
信

じ
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

本
書
は
'
多
少
純
理
な
言
い
方
を
す
れ
ば
'

「
願
い
」
　
「
こ
だ
わ
り
」
　
「
通
底
し
」
　
「
信
じ

て
」
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
へ
筆
者
の
'
長
年
広
島
大
学
附
属

学
校
に
お
け
る
実
践
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
'
国
語

科
学
習
指
導
の
局
面
局
面
を
支
え
続
け
た
で
あ
ろ

う
へ
　
情
熱
に
貫
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
う
い
う
組
点
で
み
れ
ば
'
本
書
の
最
虫
要

の
力
点
は
'
柄
成
の
-
国
語
教
室
の
授
業
の
営
み

/
Ⅱ
国
語
科
教
育
の
課
題
と
実
践
に
あ
る
、
と
言

う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

印
象
に
残
っ
た
点
を
'
構
成
に
沿
っ
て
摘
苔
し

て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

-
　
国
語
教
室
の
授
業
の
営
み

こ
の
事
は
'
結
果
と
し
て
へ
　
こ
の
「
教
育
実
践

力
」
の
探
求
と
い
う
命
血
を
軸
と
し
て
展
開
し
て

い
る
t
と
い
う
言
い
方
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
筆

者
は
'
今
日
へ
附
属
学
校
か
ら
'
教
員
養
成
大
学

が
突
き
つ
け
ら
れ
る
課
皿
を
示
し
へ
大
学
が
行
う

べ
き
へ
教
育
内
容
に
つ
い
て
へ
今
日
的
か
つ
蛮
要

な
提
言
を
行
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
附
属
学
校
の
要
望
は
'
端
的
に
言

っ
て
'
「
指
導
案
が
書
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
て

ほ
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
の
学
習
者

を
持
た
な
い
大
学
の
授
業
の
場
で
は
'
指
導
案
の

指
導
は
へ
そ
の
理
論
的
背
景
へ
な
い
し
'
教
材
解
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釈
を
中
心
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
'
学
習

者
研
究
に
支
え
ら
れ
た
教
材
研
究
は
教
育
実
習
中

に
附
属
学
校
の
指
導
の
も
と
で
行
う
と
い
う
形
だ

け
で
な
-
、
「
大
学
で
の
教
科
教
育
の
時
間
は
'

理
論
的
な
背
景
を
持
っ
た
実
践
技
術
体
系
の
講
義

を
す
る
こ
と
が
大
切
と
な
る
」
　
(
本
書
一
〇
ペ
ー

ジ
)
と
言
う
の
で
あ
る
。
今
日
の
教
員
養
成
系
大

学
の
抱
え
る
'
切
実
な
問
題
を
鋭
く
切
り
取
っ
た

立
言
で
あ
る
。

Ⅱ
　
E
g
語
科
教
育
の
課
題
と
実
威

こ
の
章
で
'
目
に
つ
い
た
の
は
'
「
対
話
」
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
筆
者
の
立
言
を
迫

っ
て
い
-
と
'
「
対
話
」
が
、
実
は
へ
教
育
と
い

う
教
え
る
こ
と
の
行
為
体
系
の
中
の
'
ベ
ー
シ
ッ

ク
な
も
の
を
形
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
主
張

さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
、
I
の
中

で
も
へ
　
「
二
　
学
級
づ
く
り
」
等
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
立
論
は
'
時
と
し
て
へ
情
熱
の
発
露

を
と
も
な
っ
て
熱
を
帯
び
た
も
の
に
な
っ
て
い
る

よ
う
に
感
じ
る
。
そ
れ
は
'
ま
さ
に
、
「
心
に
響

き
合
・
ヱ
国
語
教
室
を
貞
則
に
希
求
す
る
、
筆
者

の
、
面
目
捉
如
の
感
が
あ
る
。

(
A
5
判
、
四
二
二
ペ
ー
ジ
へ
　
昭
和
六
十
三

年
へ
渓
水
杜
刊
、
三
へ
〇
〇
〇
円
)

(
住
田
　
　
勝
)
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