
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
古
典
は
何
を
勉
強
す
る
の
？ 

第
五
話 

        

月
は
有
り
明
け
に
て
光
を
さ
ま
れ
る
も
の
か
ら
、
富
士
の
峰
か
す
か
に
見
え
て
、
上
野
・
谷
中
の

花
の
梢
ま
た
い
つ
か
は
と
心
細
し
。 

 

 
 

（
『
奥
の
細
道
』
旅
立
ち
） 

【
現
代
語
訳
】 

月
は
有
り
明
け
の
月
で
光
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
富
士
の
峰
が
か
す
か
に
し
か
見
え
ず
、

上
野
や
谷
中
の
桜
の
梢
を
再
び
い
つ
見
ら
れ
る
の
か
と
思
う
と
心
細
い
。 

              

    

終
わ
り 

 

皆
さ
ん
は
、
右
の
一
文
か
ら
、
芭
蕉
が
出
発
し
た
時
間
を
想
像
で
き
ま
す
か
？ 

昔
、
日
本
の
暦
は
、
月
の
満
ち
欠
け
を
基
準
に
し
た
太
陰
暦
で
し
た
。
そ
の
た
め
、

文
中
の
月
の
呼
び
名
一
つ
で
、
芭
蕉
が
江
戸
を
出
た
の
は
そ
の
月
の
何
日
頃
か
、

時
間
帯
や
月
の
形
ま
で
を
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

例
え
ば
、
本
文
に
出
て
く
る
「
有
り
明
け
の
月
」
と
は
、
明
け
方
、
太
陽
が
昇

る
頃
ま
で
白
く
空
に
残
っ
て
い
る
月
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。
こ
の
月
が
見
ら
れ
る

の
は
そ
の
月
の
下
旬
で
、
形
は
し
だ
い
に
細
く
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
ど
の

よ
う
な
形
の
月
が
空
の
ど
の
辺
り
に
あ
る
か
で
、
芭
蕉
の
旅
の
様
子
を
想
像
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。
時
代
が
移
り
変
わ
っ
て
も
、
芭
蕉
と
同
じ
月
を
今
も
眺
め
て

い
る
と
思
う
と
、
感
慨
深
い
で
す
ね
。
た
ま
に
は
、
ス
マ
ホ
か
ら
顔
を
上
げ
て
、

夜
空
を
見
上
げ
て
み
ま
せ
ん
か
？ 

 

さ
て
、
全
五
話
に
わ
た
っ
て
「
古
典
は
何
を
勉
強
す
る
の
？
」
を
テ
ー
マ
に
、

一
緒
に
考
え
て
き
ま
し
た
。
「
古
典
の
授
業
は
文
法
が
難
し
く
て
」
は
よ
く
あ
る

感
想
で
す
が
、
現
代
文
で
学
ぶ
以
上
に
「
な
る
ほ
ど
！
」
と
実
感
し
た
り
、
人
生

の
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
も
見
つ
か
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
古

典
っ
て
魅
力
的
！
」
と
少
し
で
も
興
味
を
も
っ
て
も
ら
え
る
と
嬉
し
い
で
す
。 

こ
ん
に
ち
は
。
皆
さ
ん
は
先
日
の
満
月
を
見
ま
し
た
か
？
た
く
さ

ん
の
花
が
咲
く
こ
と
か
ら
、
五
月
の
満
月
の
こ
と
を
別
名
「
フ
ラ
ワ

ー
ム
ー
ン
」
と
呼
ぶ
そ
う
で
す
。 

今
日
は
『
奥
の
細
道
』
か
ら
、
月
に
つ
い
て
お
話
を
し
ま
す
。 


