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東
書 

五
年 古

文
を
声
に
出
し
て
読
も
う 

 

○ 

目
標 

・ 

古
典
学
習
へ
の
入
門
と
し
て
の
教
材
で
あ
る
。
こ
れ

ま
で
に
も
、「
日
本
語
の
し
ら
べ
」
や
「
百
人
一
首
を
声

に
出
し
て
読
ん
で
み
よ
う
」
な
ど
詩
歌
を
通
し
て
文
語

に
親
し
ん
で
き
た
。
今
回
は
、
昔
話
・
御
伽
話
、
軍
記

物
語
、
紀
行
文
と
三
種
の
古
典
に
触
れ
、
言
葉
の
響
き

を
楽
し
み
な
が
ら
そ
の
魅
力
を
知
り
、
古
文
暗
唱
に
導

き
た
い
。 

 第
一
次
（
概
観
）
と
第
二
次
指
導
を
混
合
（
一
時
間
） 

 

〈
区
画
〉
四
区
画
（
竹
取
・
古
文
・
平
家
・
ほ
そ
道
） 

 

一
よ
む
（
音
読 

七
名 

古
文
と
他
の
文
に
分
け
） 

 

二
と
く
（
読
後
感
の
話
し
合
い
） 

 

○
題
目  

 

① 

三
つ
の
「
古
文
」
が
載
っ
て
い
る
が
、
昔
話
・
お
伽

噺
と
し
て
、
皆
さ
ん
も
知
っ
て
い
る
の
は
何
か
。 

 
 
 
 

（
か
ぐ
や
ひ
め 

← 

竹
取
物
語 

板
書
） 

② 

作
者
の
分
か
っ
て
い
る
の
は
何
か
。 

（
お
く
の
ほ
そ
道 

 

松
尾
芭
蕉 

板
書) 

③ 

松
尾
芭
蕉
は
、
ど
う
い
う
人
物
か
。 

 
 
 
 

（
俳
句
中
興
の
祖 

吟
行 

紀
行
文
） 

④ 

今
で
も
テ
レ
ビ
や
映
画
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
な

話
が
、
平
家
物
語
だ
。
こ
れ
は
、
ど
ん
な
話
か
な
。 

 
 
 
 

（
実
際
に
あ
っ
た
戦
い 

軍
記
物
語 

板
書
） 

◎
ひ
び
き 

 

⑤ 

声
に
出
し
て
読
ん
で
み
よ
う
と
、
呼
び
か
け
て
い
る

が
、
ど
う
し
て
か
。 

 
 
 
 
 

（
長
い
間
親
し
ま
れ
て
き
た 

言
葉
の
響
き
） 

⑥ 

竹
取
物
語
は
、
昔
話
の
形
を
作
っ
た
と
い
わ
れ
て
い

る
し
、
平
家
物
語
は
、
琵
琶
法
師
に
よ
っ
て
語
ら
れ
た

り
し
て
多
く
の
人
々
に
愛
さ
れ
て
き
た
。
面
白
い
物
語

ど
う
か
は
、
最
初
の
一
ペ
ー
ジ
を
読
む
と
分
か
る
と
い

わ
れ
る
。
こ
の
三
つ
の
古
文
の
最
初
を
読
ん
で
そ
の
面

白
さ
を
考
え
よ
う
と
い
う
こ
と
。 

○
手
引
き 

 

⑦ 

そ
れ
ぞ
れ
、
お
よ
そ
何
年
前
の
も
の
か
。 

 
 
 

（
一
〇
〇
〇
年 

八
〇
〇
年 

三
〇
〇
年
） 

・ 

今
日
は
、
一
番
新
し
い
話
の
「
お
く
の
ほ
そ
道
」

を
全
文
書
い
て
そ
の
面
白
さ
を
味
わ
う
。
振
り
仮
名

は
書
か
な
く
て
よ
い
が
、
仮
名
遣
い
に
気
を
つ
け
て
。 

 

三
よ
む
（
指
示
に
沿
っ
て
黙
読
） 

四
か
く
（
視
写
） 

 

月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、 

行
き
交
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
。 

舟
の
上
に
生
涯
を
う
か
べ
、 

馬
の
口
と
ら
へ
て
老
い
を 

迎
ふ
る
者
は
、
日
々
旅
に
し
て
、 

旅
を
栖
と
す
。 

 

 
 
 

 

五
よ
む
（
古
文
と
訳
文
そ
れ
ぞ
れ 

一
名
ず
つ
） 

六
と
く
（
板
書
を
も
と
に
し
て
の
話
し
合
い
） 

 
 ○

語
義
・
区
分 

① 

難
し
い
言
葉
は
な
い
か
。 

 
 
 

百
代
の
過
客
（
行
き
交
ふ
旅
人
） 

生
涯
（
老
い
を
迎
ふ
る
） 

 
 
 

日
々
旅
に
し
て
（
旅
を
栖
と
す
） 

（
旅
人
） 

② 

二
区
分（
前
…
時
＝
旅
人 

後
…
人
＝
旅
を
栖
と
す
） 

◎
心 

③ 

「
お
く
の
ほ
そ
道
」
は
、
俳
句
を
作
り
な
が
ら
五
か

月
か
け
て
回
っ
た
旅
を
元
に
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
こ

の
時
代
は
、
旅
に
出
る
と
き
に
は
、
水
杯
を
交
わ
し
た

（
も
う
会
え
な
い
と
覚
悟
）
大
変
な
時
代
で
あ
っ
た
。

そ
ん
な
気
持
ち
が
、
こ
の
書
き
出
し
に
は
感
じ
ら
れ
る
。

ど
の
部
分
に
そ
の
気
持
ち
が
強
く
出
て
い
る
か
。 

 
 
 
 

（
旅
を
栖
と
す
＝
俳
句
を
作
る
旅
に
出
る
） 

④ 

そ
こ
を
強
調
す
る
よ
う
に
、
書
き
方
に
工
夫
が
あ
る
。

そ
れ
は
、
ど
ん
な
と
こ
ろ
だ
と
思
う
か
。 

 
 
 
 

（
言
葉
の
対
比 

月
日
：
年 

過
客
：
旅
人 

舟
の
上
：
馬
の
口
） 

⑤ 

繰
り
返
し
の
効
果
も
あ
る
。 

（
時
の
流
れ
＝
旅
人 

 

人
の
一
生
も
旅
人
） 

⑥ 

芭
蕉
の
生
き
方
が
出
て
い
て
魅
か
れ
る
の
で
あ
る
。 

○
余
韻
（
格
調
が
高
い
感
じ
だ
な
あ
。
覚
え
よ
う
） 

 

七
よ
む
（
全
員
で
板
書
を
指
音
読
） 

 
 
 

 

 
 

＊
漢
字
を
残
し
て
暗
唱 

行
頭
の
字
の
み
残
し
て
暗
唱 

＝ 
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〈
板
書
事
項
〉 

 
 

 古
文
を
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
よ
う 

 

 
 
 
 
 

 

１ 

竹
取
物
語 

 

か
ぐ
や
ひ
め 

 

お
と
ぎ
話 

 
 

 
 

 
 

２ 

親
し
ま
れ 

 
ひ
び
き 

  
 

３ 

平
家
物
語 

 

軍
記
物
語 

  
 

４ 

お
く
の
ほ
そ
道 

 

松
尾
芭
蕉 

 

紀
行
文 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

  

月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、 

 

行
き
交
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
。 

 

舟
の
上
に
生
涯
を
う
か
べ
、 

 

馬
の
口
と
ら
へ
て
老
い
を 

 

迎
ふ
る
者
は
、
日
々
旅
に
し
て
、 

 

旅
を
栖
と
す
。 

  

 

第
二
次
指
導
は
二
と
く
、
六
と
く
の
み 

第
二
次
指
導
第
一
時 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

二
と
く 

○
お
さ
ら
い 

・
お
く
の
ほ
そ
道 

最
後
に
残
し
た
字 

漢
字 

指
音
読 

◎
承
接 

・
竹
取
物
語 

竹
取
と
は 

か
ぐ
や
と
は 

顛
末
は 

○
手
引
き 

・
古
文
の
部
分
を
全
文
視
写
（
昨
日
と
同
じ
よ
う
に
） 

  
 
 
 

今
は
昔
、
竹
取
の
お
き
な 

と 

い
ふ
者
あ
り
け
り
。
野
山
に 

ま
じ
り
て
竹
を
取
り
つ
つ
、 

よ
ろ
づ
の
こ
と
に
使
ひ
け
り
。 

名
を
ば
、
さ
ぬ
き
の
み
や
つ
こ 

と
な
む
い
ひ
け
る
。 

 

 

そ
の
竹
の
中
に
、
も
と
光
る 

竹
な
む
一
筋
あ
り
け
る
。 

あ
や
し
が
り
て
、
寄
り
て
見
る
に
、 

つ
つ
の
中
光
り
た
り
。
そ
れ
を 

見
れ
ば
、
三
寸
ば
か
り
な
る
人
、 

い
と
う
つ
く
し
う
て
ゐ
た
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

＊
五
よ
む
で
は
、
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
む 

六
と
く 

○
語
義
・
区
分 

・
今
は
昔 

お
き
な 
ま
じ
り
て 

よ
ろ
づ 

あ
や
し 

い
と 

う
つ
く
し
う 
（
今
と
意
味
が
違
う
言
葉
） 

・
二
区
分(

前
…
竹
取
…
者 

 
後
…
三
寸
…
人) 

◎
心 

・
不
思
議
な
話
が
始
ま
る
と
、
予
感
さ
せ
る
の
は
。 

 
 

（
今
は
昔
の
役
割
り
と
登
場
人
物
の
紹
介
の
仕
方
） 

○
余
韻 

・
お
伽
噺
は
、
大
人
も
楽
し
ん
だ
ん
の
ね
。 

 

＊ 

最
後
は
暗
唱
に
挑
戦
し
た
い
。 

 

第
二
次
指
導
第
二
時 

 

二
と
く 

○
お
さ
ら
い 

・
登
場
人
物
の
紹
介
の
工
夫
を
確
認
（
板
書
） 

◎
承
接 

・
平
家
物
語 

平
家
の
盛
衰
の
話
（
補
説
） 

○
手
引
き 

・
古
文
全
文
視
写
（
難
し
い
漢
字
も
挑
戦
） 

  
 
 

祇
園
精
舎
の
か
ね
の
声
、 

 
 
 

諸
行
無
常
の
ひ
び
き
あ
り
。 

 
 
 

娑
羅
双
樹
の
花
の
色
、 

 
 
 

盛
者
必
衰
の 

こ
と
わ
り
を
あ
ら
は
す
。 

 
 
 

お
ご
れ
る
人
も
久
し
か
ら
ず
、 

た
だ
春
の
夜
の
夢
の
ご
と
し
。 

 
 
 

た
け
き
者
も 

つ
ひ
に
は
ほ
ろ
び
ぬ
。 

 
 
 

ひ
と
へ
に 

風
の
前
の
ち
り
に
同
じ
。 

 

＊
五
よ
む
で
は
、
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
む 

六
と
く 

○
語
義
・
区
分 

・
四
字
熟
語
（
補
説
） 

か
ね
の
声 

こ
と
わ
り 

 

お
ご
れ
る
人
（
た
け
き
者
） 

ひ
と
へ
に 

 

・
二
区
分
（
前
…
漢
文
調 

 

後
…
和
語
） 

◎
心 

・
仏
教
の
教
え
と
現
実
の
世
の
中
の
様
子
を
重
ね
る
。 

 

平
家
の
盛
衰
の
物
語
を
暗
示
す
る
書
き
出
し
。 

 

琵
琶
の
歌
詞
と
し
て
の
姿
（
七
五
調
な
ど
） 

○
余
韻 

・
子
供
用
に
書
か
れ
た
平
家
物
語
も
読
ん
で
み
た
い
。 

  

＊
最
後
に
暗
唱
に
挑
戦
し
た
い
。 

 
３００ ８００  １０００ 


