
学
習
プ
リ
ン
ト
（
読
む
こ
と
）

一

古
文
を
読
む
と
き
に
は
…

理
解
の
道
す
じ

古
文
を
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
千
年
以
上
も
昔
の
人
々
の
生
活
の
様
子
や

考
え
方
な
ど
を
知
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
現
代
に
も
通
じ
る
も
の
も
た
く

さ
ん
あ
り
、
感
動
や
共
感
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
ま
た
、
現
代
と
は
違
う

も
の
の
見
方
を
教
え
て
く
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の

古
文
の
文
章
を
読
み
味
わ
っ
て
、
新
し
い
発
見
を
し
ま
し
ょ
う
。

二

読
解
の
手
順
は
…

１

声
に
出
し
て
、
繰
り
返
し
読
む

・
声
に
出
し
て
読
ん
で
、
古
文
の
リ
ズ
ム
や
特
徴
を
感
じ
取
り
ま
し
ょ
う
。

・
声
に
出
し
て
繰
り
返
し
読
む
こ
と
で
、
歴
史
的
仮
名
づ
か
い
を
現
代
仮
名

づ
か
い
に
直
す
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

２

あ
ら
す
じ
を
と
ら
え
る

①
主
語
を
と
ら
え
る

・
「
だ
れ
が
」
「
何
が
」
ど
う
な
の
か
を
読
み
取
り
ま
し
ょ
う
。

・
主
語
は
省
略
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

②
会
話
文
を
と
ら
え
る

・
「

」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、
会
話
の
終
わ
り
を

見
付
け
ま
し
ょ
う
。
「
…
と
」
「
…
と
ぞ
」
「
…
と
て
」
と
い
う
言
葉

が
会
話
の
終
わ
り
の
目
印
に
な
り
ま
す
。

・
会
話
の
始
ま
り
は
、
「
い
は
く
…
」
「
い
ひ
け
る
に
は
…
」
「
い
ふ
よ

う
…
」
な
ど
が
目
印
に
な
り
ま
す
。

３

主
題
を
と
ら
え
る

①
「
い
つ
・
ど
こ
で
・
だ
れ
が
・
ど
う
し
た
」
を
正
確
に
つ
か
む

・
時
、
場
面
、
人
物
は
冒
頭
で
紹
介
さ
れ
る
場
合
が
多
い
の
で
、
見
落
と
さ
な
い
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。

・
助
詞
の
省
略
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

②
繰
り
返
さ
れ
る
語
句
に
注
意
す
る

・
作
者
が
強
調
し
た
い
主
張
や
感
想
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
そ
こ
に
着
目
し
ま
し
ょ
う
。

③
冒
頭
や
結
末
部
分
に
注
目
す
る

・
随
筆
で
は
、
冒
頭
や
最
後
の
方
に
筆
者
の
主
張
や
感
想
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
の

で
、
そ
こ
に
着
目
す
る
と
分
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。

【
三
大
随
筆
の
比
較
】

作
品
名

枕
草
子

方
丈
記

徒
然
草

ま
く
ら
の
そ
う
し

ほ
う

じ
ょ

う
き

つ
れ

づ
れ

ぐ
さ

作

者

清
少
納
言

鴨

長

明

吉
田
兼
好
（
兼
好
法
師
）

せ
い
し
ょ
う
な
ご
ん

か
も
の
ち
ょ
う
め
い

け
ん
こ
う

け
ん
こ
う
ほ
う
し

成
立
年
代

平
安
時
代
中
期

鎌
倉
時
代
前
期

鎌
倉
時
代
末
期

宮
廷
生
活
で
の
体
験
、
感
想

世
の
中
の
混
乱
と
人
生
に
は

無
常
の
世
の
生
き
方
、
人
間

内

容

を
理
知
的
な
文
章
で
つ
づ
っ

か
な
さ
を
描
い
て
い
る
。

の
あ
り
方
を
述
べ
て
い
る
。

て
い
る
。

文

体

簡
潔
で
歯
切
れ
の
よ
い
文

対
句
を
多
用
し
た
、
流
れ
る

伝
統
的
な
和
文
と
和
漢
混
こ

章
、
和
文

よ
う
な
和
漢
混
こ
う
文

う
文

★
古
文
を
味
わ
う

手
引
き
⑪

ど
ん
な
種
類
の

文
章
な
の
？

作
者
や
書
か
れ

た
時
代
は
？

ど
ん
な
心
情
や

情
景
が
書
か
れ

て
い
る
の
？

今
に
通
じ
る
考

え
方
は
？


