
漢
語
を
多
く
用
い
た
和
漢
混
交
文
の
独
特
の
リ
ズ
ム
を

味
わ
い
な
が
ら
音
読
し
よ
う
。

《

解

説

》

木
曾

き

そ

殿ど
の

は
た
だ
一
騎

い

っ

き

、
粟
津

あ

は

づ

の
松
原
へ
駆か

け
た
ま
ふ

モ

ウ

が
、
正

月

し
ょ
う
が
つ

二
十

一
日
、
入
相

い
り
あ
ひ

ば
か
り
の
こ
と
な
る
に
、
薄

氷

う
す
ご
ほ
り

は
は
つ
た
り
け
り
、
深
田

ふ

か

た

あ

り
と
も
知
ら
ず
し
て
、
馬
を
ざ
つッ

と
う
ち
入
れ
た
れ
ば
、
馬
の
か
し
ら
も

見
え
ざ
り
け
り
。
あ
ふ

オ

ウ

れ
ど
も
あ
ふ

オ

ウ

れ
ど
も
、
打
て
ど
も
打
て
ど
も
は
た

ら
か
ず
。
今
井
が
行ゆ

く
へエ

の
お
ぼ
つ
か
な
さ
に
、
ふ
り
あ
ふオ

ぎ
た
ま
へエ

る

内

甲

う
ち
か
ぶ
と

を
、
三
浦

み

う

ら

の
石
田

い
し
だ
の

次
郎

じ

ろ

う

為た
め

久ひ
さ

、
お
つッ

か
か
つッ

て
よ
つッ

引ぴ

い
て
ひ
や
う

ヒ

ョ

ウ

ふ
つッ

と
射
る
。

注
１

入
相
ば
か
り
・
・
・
日
没
ご
ろ

注
２

深
田
・
・
・
沼
の
よ
う
に
泥ど

ろ

深
い
田

１
言 語

言
葉
の
力
を
つ
け
よ
う
（
音
読
２
年
①
）

〔
軍
記
物
語
「
平
家
物
語
」〕

名 前

や
っ
て
み
よ
う

武
士
の
合
戦

か
っ
せ
ん

を
題
材
に
し
て
作
ら
れ
た
物
語
の
ジ
ャ
ン
ル
を
「
軍
記

ぐ

ん

き

物
語
」
と
い
い
ま
す
。

源
氏

げ

ん

じ

と
平
氏

へ

い

し

の
合
戦
の
様
子
を
中
心
に
、
平
家
一
族
の
盛
衰

せ
い
す
い

を
描
い
た
「
軍
記
物
語
」
の
代
表
作
『
平
家

へ

い

け

物
語
』

は
、
和
文
体

わ
ぶ
ん
た
い(

日
本
古
来

こ

ら

い

の
言
葉
を
使
っ
て
書
く
文
体)

と
漢
文
体

か
ん
ぶ
ん
た
い(

漢
文
の
書か

き
下く

だ

し
文
の
よ
う
な
文
体)

を
融
合

ゆ
う
ご
う

し
た
和
漢

わ

か

ん

混
交

こ
ん
こ
う

文ぶ
ん

で
力
強
く
描え

が

か
れ
て
い
ま
す
。

ワ

ッ

オ

源
義
経

み
な
も
と
の
よ
し
つ
ね

と
の

戦
た
た
か

い
に
敗や

ぶ

れ
た
木
曾

き

そ

義よ
し

仲な
か

は
、
共
に
討
ち
死
に
し
よ
う
と
約
束
し

て
い
た
今
井
四
郎

い

ま

い

し

ろ

う

兼
平

か
ね
ひ
ら

(

義
仲
と
主

従

し
ゅ
じ
ゅ
う

関
係

か
ん
け
い

で
あ
り
、
兄
弟
同
然
の
関
係)

の
も
と
へ

向
か
い
ま
す
。
し
か
し
、
今
井
は
義
仲
に
武
士
と
し
て
の
誇ほ

こ

り
を
守
る
た
め
に
安
ら
か

に
自
害

じ

が

い

す
る
こ
と
を
勧
め
ま
し
た
。
今
井
が
一
人
で
敵
の
追
撃

つ
い
げ
き

を
防
ぐ
一
方
、
義
仲
が

乗
っ
て
い
た
馬
が
ど
ろ
深
い
田
に
入
り
込
み
身
動
き
で
き
な
い
で
い
る
と
こ
ろ
に
、
敵

が
迫せ

ま

っ
て
き
て
、
矢
を
放
ち
ま
し
た
。

《
読
ん
だ
回
数
》

１回２回何度も ５回 ４回 ３回
合計

回

朗
読

暗
唱

読めたら

色をぬろう！

イ

注
１

注
２



１
言 語

言
葉
の
力
を
つ
け
よ
う
（
音
読
２
年
①
）

〔
軍
記
物
語
「
平
家
物
語
」〕

名 前

解

説

《
口
語
訳
》

木
曾

き

そ

殿
は
た
っ
た
一
人
で
馬
に
乗

り
、
粟
津

あ
わ
づ

の
松
原
に
駆
け
行
か
れ
た
が
、

正
月
二
十
一
日
の
日
没

に
ち
ぼ
つ

の
こ
ろ
な
の

で
、
薄
く

う
す

氷
が
張
っ
て
い
た
し
、
沼ぬ

ま

の

よ
う
に
泥ど

ろ

の
深
い
田
で
あ
る
こ
と
も
分

か
ら
ず
に
、
ざ
っ
と
馬
を
乗
り
入
れ
た

と
こ
ろ
、
馬
の
頭
も
見
え
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
あ
ぶ
み
で
馬
の
腹
を
あ
お

っ
て
も
あ
お
っ
て
も
、
ム
チ
で
打
っ
て

も
打
っ
て
も
馬
の
身
体
が
動
か
な
い
。

(

気
が
あ
せ
り
な
が
ら
も
、)

今
井
が
ど

う
し
て
い
る
の
か
気
が
か
り
で
、
振
り

返
っ
た
木
曾
殿
の
か
ぶ
と
の
内
側
を
め

が
け
て
、
三
浦

み

う

ら

一
族
の
石
田

い

し

だ

次
郎

じ

ろ

う

為た
め

久ひ
さ

が
、
追
い
つ
い
て
弓
を
引
き
絞
り
、
矢

を
ひ
ょ
う
ふ
っ
と
射
た
。

《
語
句
の
説
明
》

現
代
語
の
「
擬
音
語

ぎ

お

ん

ご

（
音
を
表
現
）」
」

「
擬
態
語

ぎ

た

い

ご

（
様
子
を
表
現
）
」
と
い
う

表
現

ひ
ょ
う
げ
ん

技
法

ぎ

ほ

う

を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
場

面
に
い
き
い
き
と
し
た
臨
場
感

り
ん
じ
ょ
う
か
ん

を
与

え
る
効
果

こ

う

か

を
も
っ
て
い
ま
す
。

『
平
家
物
語
』
の
「
扇

お
う
ぎ

の
的ま

と

」
の

話
で
も
、
こ
の
よ
う
な
表
現
技
法
が
使

わ
れ
て
い
ま
す
。
「
ひ
や
う
ど

ヒ

ョ

ウ

ド

放
つ
」

「

ひ
い
ふ
つ
と

ヒ

イ

フ

ッ

ト

ぞ

射

切

つッ

た

る

」

「
さ
つ
と

サ

ッ

ト

ぞ
散
つッ

た
り
け
る
」
な
ど
で

す
。今

回
、
音
読
し
た
部
分
に
は
ど
ん
な

「
擬
音
語
」
や
「
擬
態
語
」
が
使
わ
れ

て
い
た
か
分
か
り
ま
す
か
。

魅
力
的
な
文
章
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

表
現
の
工
夫
や
特
徴
が
あ
る
の
で

す
。

《｢

平
家
物
語｣
》

鎌
倉
初
期
成
立
の
軍
記
物
語
。
栄
華

え

い

が

を
極き

わ

め
た
平
氏
一
族
が
、
源
氏
に
討
た

れ
、
没
落

ぼ
つ
ら
く

し
て
い
く
様
子
を
描え

が

い
て
い

ま
す
。
仏
教
的

ぶ
っ
き
ょ
う
て
き

思
想

し

そ

う

に
よ
っ
て
、
人

間
の
は
か
な
さ
と
人
生
の
無
常

む
じ
ょ
う

さ
を

描
き
出
し
て
い
る
作
品
で
す
。

《
「
怪
談
」
》

ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
と
い
う
イ

ギ
リ
ス
人
が
日
本
に
帰
化

き

か

し
た
の
ち
、

執
筆
し
た
作
品
で
す
。
「
雪
女

ゆ
き
お
ん
な

」
「
ろ

く
ろ
首
」
な
ど
の
話
が
収
め
ら
れ
て
い

る
怪
奇

か

い

き

短
編
集

た
ん
ぺ
ん
し
ゅ
う

で
す
。

こ
の
作
品
の
中
に
は
平
家
の
亡
霊

ぼ
う
れ
い

が
琵
琶

び

わ

法
師

ほ

う

し

の
も
と
を
訪

お
と
ず

れ
る
「
耳

な
し
芳
一

ほ
う
い
ち

」
の
話
も
収お

さ

め

ら
れ
て
い
ま
す
。

身に付けると…

★
知
っ
て
お
き
た
い
古
典
の
知
識

『
平
家
物
語
』
の
文
体
は
、
日
本
古
来

こ

ら

い

の
言
葉
を
使
っ
て
書
く
和
文
体

わ
ぶ
ん
た
い

と
漢
文
の

書か

き
下く

だ

し
文
の
よ
う
な
漢
文
体
が
融

合

ゆ
う
ご
う

し
た
和
漢

わ
か
ん

混

交

こ
ん
こ
う

文
の
典
型
的
な
名
文
だ

と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
作
品
は
、
琵
琶

び

わ

法
師

ほ
う
し

が
琵
琶
に
合
わ
せ
て
節
を
つ
け
て
語
る
、
平

曲

へ
い
き
ょ
く

と
し

て
広
ま
っ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
の
た
め
、
冒
頭
の
「
祗
園

ぎ
お
ん

精

舎

し
ょ
う
じ
ゃ

の
鐘か

ね

の
声こ

え

」
の
段

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
七

五

調

し
ち
ご
ち
ょ
う

を
基
本
と
し
た
、
語
り
や
す
い
、
調
子
の
整
っ
た

文

章

と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
琵
琶
法
師
に
よ
り
、
聞
き
手
の
反
応
を
も
と
に

し
た
ア
ド
リ
ブ
が
入
る
こ
と
も
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
少
し
ず
つ
異
な
る
内
容
の

『
平
家
物
語
』
が
生
ま
れ
て
い
き
ま
し
た
。

「
軍
記
物
語
」
に
は
『
平
家
物
語
』
の
ほ
か
に
『
保

元

ほ
う
げ
ん

物
語
』
や
『
平
治

へ
い
じ

物
語
』

『
太
平
記

た
い
へ
い

』
『
義
経
記

ぎ
け
い

』
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

文体の特徴を生かして読み味わうことができます。

また、鎌倉時代の文学作品に見られる無常観
むじょうかん

をを知

ることができます。

読
ん
で
み
よ
う


