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葉
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③
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名 前

解

説

《
口
語
訳
》

昔
、
男
が
い
た(

そ
う
だ)

。
そ
の
男
は
自

分
を
役
に
立
た
な
い
も
の
と
思
い
込
ん
で
、

京
の
都
に
は
お
る
ま
い
、
東
国[

と
う
ご
く]

の
ほ
う
に
自
分
の
住
む
べ
き
国
を
探
し
に
行

こ
う
と
思
っ
て
行
っ
た
。
以
前
か
ら
友
人
で

あ
っ
た
人
の
一
人
、
二
人
と
一
緒
に
行
っ
た
。

道
を
知
っ
て
い
る
人
も
い
な
く
て
、
迷
い
な

が
ら
行
っ
た
。
三
河[

み
か
わ]

の
国
の
八
橋

[

や
つ
は
し]

と
い
う
と
こ
ろ
に
着
い
た
。
そ

こ
を
八
橋
と
い
っ
た
の
は
、
水
の
流
れ
て
行

く
川
が
蜘
蛛[

く
も]

の
足
の
よ
う
に
八
方
に

分
か
れ
て
い
た
の
で
、
橋
を
八
つ
渡
し
て
い

た
こ
と
か
ら
八
橋
と
言
っ
た
の
だ
そ
う
だ
。

そ
の
沢[

さ
わ]

の
ほ
と
り
の
木
の
陰[

か
げ]

に
降
り
て
座
っ
て
、
乾
飯[

か
れ
い
い]

を
食

べ
た
。
そ
の
沢
に
か
き
つ
ば
た
の
花
が
と
て

も
美
し
く
咲
い
て
い
た
。
そ
れ
を
見
て
、
あ

る
人
が
「
か
き
つ
ば
た
と
い
う
五
文
字
を
そ

れ
ぞ
れ
の
句
の
一
番
上
に
お
い
て
、
旅
の
心

を
詠
め
。」
と
言
っ
た
の
で
詠
ん
だ
。

繰
り
返
し
着
て
は
慣
れ
親
し
ん
だ
唐
衣
の

よ
う
に
、
慣
れ
親
し
ん
だ
妻
が(

京
に)

い
る

の
で
、
は
る
ば
る
き
て
し
ま
っ
た
旅
の
こ
と

ば
か
り
が
思
わ
れ
る
こ
と
だ
。

と
詠
ん
だ
の
で
、
そ
こ
に
い
た
人
は
皆
、

涙
を
は
ら
は
ら
と
流
し
、
乾
飯
が
そ
の
涙
で

ふ
や
け
て
し
ま
っ
た(

そ
う
だ)

。

《
語
句
の
説
明
》

け
り
…
過
去
の
助
動
詞
。「
人
か
ら
聞
い
た

（
伝
聞
）
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま

す
。
発
見
や
気
付
き
の
感
動
、
詠
嘆

(

え
い
た
ん
・
深
く
感
動
す
る
こ
と)

を
表
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

な
む
…
係
助
詞
（
か
か
り
じ
ょ
し
）
。

強
調
表
現
。
文
末
を
連
体
形
で
終
わ

り
ま
す
。
こ
の
決
ま
り
を
係
り
結
び

の
法
則
と
い
い
ま
す
。

い
と
…
た
い
そ
う
、
と
て
も
。
非
常
に
。

お
も
し
ろ
く
…
目
の
前
が
明
る
く
な
り
、
心

が
晴
れ
晴
れ
と
す
る
様
子
を
表
し
ま

す
。
自
然
の
情
景
が
と
て
も
す
ば
ら

し
い
と
き
な
ど
に
使
わ
れ
ま
す
。

た
り
…
完
了
の
助
動
詞
。
完
了(

終
わ
っ
て
し

ま
う)

、
存
続(

そ
う
し
て
い
る)

、

《
和
歌
の
表
現
技
法
》

か
ら
衣
…
「
着
」
に
か
か
る

枕

詞

ま
く
ら
こ
と
ば

か
ら
衣
き
つ
つ
…
序

詞

じ
ょ
こ
と
ば

な
れ(

馴
れ

な

・
褻な

れ)

…
掛

詞

か
け
こ
と
ば

（
慣
れ
親
し

む
と
の
り
気
が
な
く
な
る
）

つ
ま(

妻つ
ま

・
褄つ

ま)

…
掛

詞

か
け
こ
と
ば

（
妻
と
着
物
の
褄
）

は
る
ば
る(

遥
々

は
る
ば
る

・
張
る

は

張
る

ば

)

…
掛

詞

か
け
こ
と
ば

き(

来
・
着)

…
掛

詞

か
け
こ
と
ば

褻な

れ
・
褄つ

ま

・
張
る
・
着
…
「
か
ら
衣
」
の
縁
語

え
ん
ご

折
句

お

り

く

…
和
歌
の
各
句
の
初
め
に
物
の
名
を
一

字
ず
つ
置
い
て
詠
む
技
法
で
す
。

か
ら
衣

き
つ
つ
な
れ
に
し

つ
ま
し
あ
れ

ば

は
る
ば
る
き
ぬ
る

た
び
を
し
ぞ
思
ふ

《｢

伊
勢
物
語｣

に
つ
い
て
》

十
世
紀
の
初
め
ご
ろ
に
成
立
し
た
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
。
作
者
は
よ
く
分
か
っ
て
い
ま

せ
ん
。
主
人
公
は
在
原
業
平

あ
り
わ
ら
の
な
り
ひ
ら

が
モ
デ
ル
で
は

な
い
か
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
在
原
業
平
は

皇
族

こ
う
ぞ
く

出
身
の
美
男

び

な

ん

の
貴
公
子
で
し
た
が
、
政

治
的
に
は
恵
ま
れ
な
い
一
生
を
送
り
ま
し

た
。「
東
下
り
」
の
主
人
公
と
重
な
り
ま
す
。

ま
た
、「
か
ら
衣
」
の
歌
は
『
古
今

こ

き

ん

和
歌
集
』

に
在
原
業
平
の
作
と
し
て
載の

せ
ら
れ
て
い
ま

す
。「
六
歌
仙

ろ
っ
か
せ
ん

」
の
一
人
で
あ
る
業
平
の
歌
の

実
力
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

身に付けると…

★
知
っ
て
お
き
た
い
古
典
の
知
識

日
本
で
は
口

承

こ
う
し
ょ
う

文
学
の
時
代
か
ら
短
歌

た

ん

か

や
長
歌

ち
ょ
う
か

な
ど
の
和
歌

わ

か

の
リ
ズ
ム
に
親
し

ん
で
い
た
こ
と
が
『
古
事
記

こ

じ

き

』
や
『
日
本

に

ほ

ん

書
紀

し

ょ

き

』
、
『
万
葉
集

ま
ん
よ
う
し
ゅ
う

』
な
ど
か
ら
う
か
が

い
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
後
、
平
安
時
代
に
入
り
、
五
七
五
七
七
の
和
歌
は

貴
族

き

ぞ

く

の
生
活
に
欠
か
せ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
人
生
の
い
ろ
い
ろ
な
場
面

で
歌
わ
れ
る
和
歌
は
、
そ
の
歌
の
詠よ

ま
れ
た
状
況
を
説
明
す
る
「
詞

書

こ
と
ば
が
き

」
と
と
も

に
多
く
の
人
に
楽
し
ま
れ
ま
し
た
。
こ
の
「
詞

書

こ
と
ば
が
き

」
が
詳
し
く
書
か
れ
た
も
の
が

「
歌う

た

物
語
」
と
い
う
物
語
の
種
類
と
な
り
ま
し
た
。

「
歌
物
語
」
に
は
『
伊
勢

い

せ

物
語
』
の
ほ
か
『
大
和

や

ま

と

物
語
』
や
『
平

中

へ
い
ち
ゅ
う

物
語
』
な
ど
が

あ
り
ま
す
。

注
１

口

承

こ
う
し
ょ
う

文
学
…
口く

ち

伝
え

づ

た

の
文
学
の
こ
と
。

日本文学の流れを感じることができます。

物語のうつりかわりも知ることができます。

文学の魅力を知り、人に伝えることもできます。

読
ん
で
み
よ
う

注
１

◆

文
章
は
「
東
下
り

あ
ず
ま
く
だ

」
と
呼
ば
れ
る
章
段
の
一
部
で
す
。「
か
ら
衣

こ
ろ
も

」
の
歌
は
、
和
歌
の
技
巧
を

思
う
存
分
使
い
な
が
ら
、
都
を
遠
く
離
れ
た
人
々
の
心
の
中
を
見
事
に
表
現
し
て
い
ま
す
。


