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三
省
堂
『
新
編
国
語
総
合
』
に
名
文
と
し
て
紹
介
さ
れ
て
い
る

も
の
を
、後
に
試
験
し
た
際
の
解
答
。
な
る
ほ
ど
、で
あ
る
。
も
っ

と
も
文
系
の
大
学
生
で
も
こ
ん
な
答
は
け
っ
こ
う
多
い
ら
し
い
か

ら
、
高
校
生
の
勉
強
不
足
ば
か
り
を
嘆
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
。

生
徒
に
「
春
宵
」
の
実
感
が
な
い
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、「
春
の

夜
は　

ま
だ
宵
な
が
ら
、
明
け
ぬ
る
を　

雲
の
い
ず
こ
に　

月
や

ど
る
ら
む
」（
百
人
一
首
）
の
歌
、「
宵
な
が
ら
」
の
意
味
の
解
答

に
、「
ま
だ
夜
な
の
に
」「
ま
だ
暗
い
の
に
」
と
い
う
答
が
圧
倒
的

に
多
い
の
だ
ろ
う
。
日
暮
れ
か
ら
夜
中
ま
で
を
「
宵
」
と
い
う
時

間
意
識
は
今
の
高
校
生
か
ら
完
全
に
消
え
失
せ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
状
況
を
た
び
た
び
味
わ
う
も
の
だ
か
ら
、
国
語
科
で

生
徒
の
語
彙
力
調
査
を
し
て
み
た
。
以
下
は
調
査
の
結
果
の
簡
単

な
紹
介
で
あ
る
。

　

語
彙
は
、「
漢
語
」「
和
語
」「
カ
タ
カ
ナ
語
」「
諺
・
慣
用
句
・

四
字
熟
語
」
の
四
分
野
か
ら
。
調
査
は
、「
読
め
る
か
」「
意
味
が

わ
か
る
か
」「
正
し
い
使
わ
れ
方
が
わ
る
か
」「
語
彙
を
選
択
で
き

る
か
」「
適
切
に
表
現
で
き
る
か
」
の
五
項
目
。

〇
「
未
曾
有
」「
風
聞
」「
焦
眉
」
な
ど
死
語
に
近
い

　

け
っ
し
て
特
殊
な
こ
と
ば
で
は
な
い
。「
未
曾
有
の
大
惨
事
」

な
ど
「
未
曾
有
」
は
よ
く
聞
く
こ
と
ば
。
先
の
ス
マ
ト
ラ
沖
地
震

の
報
道
で
も
こ
の
こ
と
ば
を
多
く
耳
に
し
目
に
し
た
。
し
か
し
単

語
で
は
読
め
な
い
。
読
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
正
確
に
意
味
を
理

解
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
、
大
惨
事
の
ニ
ュ
ー
ス
を
生
徒
は
ど

う
理
解
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
風
聞
」
に
し
て
も
、「
風
聞
に
惑
わ
さ
れ
な
い
で
」
な
ど
と
使

う
が
、
果
た
し
て
生
徒
は
こ
う
し
た
惑
い
に
陥
っ
た
こ
と
な
ど
な

い
の
だ
ろ
う
か
。

　
「
焦
眉
」
に
い
た
っ
て
は
、
40
％
の
者
し
か
読
め
な
い
。「
焦
眉

の
急
」
と
な
れ
ば
あ
る
い
は
も
っ
と
正
答
率
は
上
が
る
か
も
知
れ

な
い
が
、「
焦
眉
の
急
」
の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
か
ど
う
か
は

不
安
。
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〇
和
語
は
大
の
苦
手                

　
「
な
お
ざ
り
」「
し
た
り
顔
」「
か
こ
つ
」「
お
し
な
べ
て
」「
う

ら
ぶ
れ
た
」「
つ
と
に
」「
や
つ
す
」「
う
が
つ
」
な
ど
、
意
味
や

使
わ
れ
方
が
理
解
で
き
て
い
る
生
徒
は
半
分
以
下
。「
な
お
ざ
り

な
」
を
「
ざ
っ
く
ば
ら
ん
に
」
と
混
同
し
た
り
、「
し
た
り
顔
」

を
「
え
び
す
顔
」
と
同
じ
意
味
に
理
解
し
た
り
す
る
。「
か
こ
つ
」

は
も
っ
と
も
正
答
率
が
悪
が
っ
た
が
、「
不
満
を
ぶ
ち
ま
け
る
」

の
意
味
で
理
解
し
て
い
る
者
が
多
数
。「
か
こ
つ
」の
響
き
に
は「
ぶ

ち
ま
け
る
」
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

和
語
を
使
っ
て
の
表
現
と
な
る
と
そ
の
能
力
は
格
段
に
落
ち
る
。

「
た
そ
が
れ
」
を
「
し
ょ
ん
ぼ
り
し
て
い
る
」
の
意
味
で
理
解
し

て
い
る
の
だ
ろ
う
、「
悲
し
い
気
持
ち
で
、
彼
は
た
そ
が
れ
て
い

た
。」
と
か
「
や
が
て
夕
日
が
沈
み
僕
は
た
そ
が
れ
る
の
を
や
め

た
。」
な
ど
、理
解
に
苦
し
む
よ
う
な
誤
用
は
多
い
。
し
か
し
、「
空

は
た
そ
が
れ
色
に
染
ま
っ
て
い
っ
た
」
と
な
る
と
、
果
た
し
て
誤

用
と
言
え
る
か
ど
う
か
悩
む
と
こ
ろ
だ
。「
た
し
な
み
」で
は
、「
私

は
、
た
し
な
み
を
整
え
、
入
学
式
に
参
加
し
た
。」「
私
は
、
た
し

な
み
を
す
る
の
が
大
好
き
で
す
。」「
私
は
、
彼
の
あ
ま
に
ひ
ど
い

行
動
を
た
し
な
ん
だ
。」（
「
た
し
な
め
る
」
と
の
混
同
と
思
わ
れ

る
）
な
ど
と
い
う
誤
用
が
多
い
。

　

意
味
を
き
ち
ん
と
理
解
せ
ず
、
た
だ
語
の
響
き
や
語
感
か
ら
の

イ
メ
ー
ジ
で
こ
と
ば
を
と
ら
え
て
い
る
こ
と
に
起
因
す
る
間
違
い

が
ほ
と
ん
ど
。
和
語
は
日
本
の
伝
統
的
な
美
観
や
美
意
識
に
根
ざ

し
て
い
る
も
の
だ
け
に
、
残
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

か
し
、
調
査
結
果
を
見
る
と
、
国
語
の
指
導
上
組
織
的
に
工
夫
し

取
り
組
ま
な
い
と
将
来
た
い
へ
ん
な
事
態
に
な
っ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
危
惧
さ
れ
る
。

〇
カ
タ
カ
ナ
語
は
好
き

　
「
ア
イ
テ
ム
」「
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
」「
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
」「
ネ
ガ

テ
ィ
ブ
」「
イ
ベ
ン
ト
」「
ニ
ー
ズ
」「
リ
ス
ク
」
等
、カ
ナ
カ
ナ
語
は
、

意
味
・
使
い
方
・
そ
れ
を
使
っ
た
表
現
と
も
よ
く
で
き
る
。
和
語

と
比
較
す
る
と
驚
く
ほ
ど
の
違
い
が
あ
り
、
生
徒
の
日
常
生
活
の

一
端
が
う
か
が
え
る
。
生
徒
は
カ
タ
カ
ナ
語
を
か
な
り
自
由
に
抵

抗
な
く
使
い
こ
な
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
重
要
な
要
素
と

し
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
は
日
常
生
活
の
レ
ベ
ル
で
の

こ
と
。
国
語
力
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
喜
ん
で
ば
か
り
い
ら
れ

な
い
面
も
あ
る
。
意
味
の
正
答
率
が
60
％
か
ら
80
％
と
、
あ
ま
り

よ
く
な
い
カ
タ
カ
ナ
語
を
あ
げ
る
と
、「
コ
ン
セ
ン
サ
ス
」「
イ
ン

フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」「
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
」「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」

「
グ
ロ
ー
バ
ル
」
な
ど
。

　

注
意
し
た
い
の
は
、
こ
れ
ら
の
カ
タ
カ
ナ
語
は
、
必
要
な
術
語

で
あ
っ
た
り
、
読
解
・
思
考
に
は
欠
か
せ
な
い
語
で
あ
っ
た
り
す
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る
こ
と
だ
。
こ
う
し
た
語
が
生
徒
に
充
分
に
浸
透
し
て
い
な
い
事

実
は
深
刻
だ
。「
エ
ゴ
イ
ズ
ム
」
の
意
味
が
理
解
さ
れ
て
い
な
い

と
す
れ
ば
、『
羅
生
門
』
は
果
た
し
て
理
解
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

ま
し
て
漱
石
の
小
説
を
読
む
こ
と
な
ど
絶
望
的
と
い
う
こ
と
に
な

る
。「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
」（
58
％
）「
レ
ト
リ
ッ
ク
」（
59
％
）
に
至
っ

て
は
60
％
以
下
の
正
答
率
で
あ
る
。

〇
諺
・
慣
用
句
・
四
字
熟
語
に
は
指
導
の
成
果
が

　

こ
の
分
野
の
理
解
力
・
使
用
能
力
は
他
の
分
野
に
比
べ
て
比
較

的
高
い
。
こ
れ
は
小
学
校
時
代
か
ら
の
学
習
の
成
果
だ
ろ
う
。
そ

れ
ゆ
え
、
出
来
の
よ
く
な
か
っ
た
も
の
だ
け
を
あ
げ
て
み
る
と
、

「
お
茶
を
に
ご
す
」「
け
ん
も
ほ
ろ
ろ
」「
足
元
を
見
ら
れ
る
」「
鼻

持
ち
な
ら
な
い
」
な
ど
。「
鼻
持
ち
な
ら
な
い
」（
28
％
）
の
理
解

は
三
割
以
下
の
正
答
率
。
当
然
こ
の
語
句
を
使
っ
て
の
表
現
は
出

来
な
い
。「
今
年
の
花
粉
は
鼻
持
ち
な
ら
な
い
ら
し
い
。」な
ど
笑
っ

て
し
ま
う
答
案
も
あ
る
。
小
学
校
で
同
時
期
、
同
形
式
で
小
学
生

向
け
に
行
っ
た
調
査
で
は
、「
顔
に
ど
ろ
を
ぬ
る
」
を
「
あ
ま
り

の
く
や
し
さ
に
友
達
の
顔
に
ど
ろ
を
ぬ
る
」
と
か
、「
板
に
つ
く
」

を
「
（
か
れ
）
の
板
に
つ
い
て
歩
い
て
い
こ
う
」（
４
年
）
な
ど

と
い
う
、
笑
え
な
い
珍
答
が
あ
っ
た
。　

ど
ち
ら
も
、
こ
と
ば
を

表
面
的
に
の
み
と
ら
え
、
背
後
の
意
味
を
ま
っ
た
く
理
解
し
て
い

な
い
も
の
だ
。
諺
や
慣
用
句
な
ど
は
、
い
っ
た
ん
そ
の
こ
と
ば
の

な
り
た
ち
を
含
め
て
理
解
さ
せ
れ
ば
定
着
す
る
も
の
な
の
で
、
何

を
ど
こ
で
ど
う
確
実
に
教
え
る
か
で
あ
ろ
う
。

　

漢
語
の
慣
用
句
に
な
る
と
お
ぼ
つ
か
な
い
も
の
が
増
え
る
。「
老

婆
心
」
の
意
味
を
「
や
さ
し
い
心
」
と
捉
え
る
者
が
24
％
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
語
を
使
っ
た
表
現
で
は
「
『
彼
の
幼
稚
な
行

動
に
対
し
て
、』
老
婆
心
が
く
す
ぐ
ら
れ
た
」
の
よ
う
な
答
が
多

い
。
ま
た
、「
破
天
荒
」
は
「
と
ん
だ
破
天
荒
の
日
の
出
発
と
な
っ

て
し
ま
っ
た
」を
正
し
い
使
い
方
と
し
た
者
が
29
％
も
い
る
。「
雪

辱
」
を
使
っ
た
表
現
で
「
雪
辱
を
は
ら
す
」
と
書
い
た
者
は
64
％
。

「
雪
辱
を
果
た
す
」
の
よ
う
に
、
ひ
と
続
き
の
慣
用
表
現
と
し
て

理
解
定
着
さ
せ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。　〇

大
人
の
常
識
は
生
徒
の
非
常
識

　

以
上
、
調
査
の
一
端
を
紹
介
し
た
が
、
私
た
ち
大
人
に
と
っ
て

は
常
識
と
思
わ
れ
る
こ
と
も
生
徒
に
と
っ
て
は
け
っ
し
て
常
識
で

は
な
い
。「
社
会
の
教
科
書
の
文
章
が
難
し
い
」
と
言
う
生
徒
は

け
っ
こ
う
多
い
と
聞
く
。先
述
の
小
学
校
の
調
査
で
は「
エ
チ
ケ
ッ

ト
」
を
知
ら
な
い
児
童
が
多
数
い
た
。
古
文
の
「
現
代
語
訳
」
を

普
通
に
「
日
本
語
訳
」
と
言
う
高
校
生
だ
か
ら
、
語
彙
の
指
導
は
、

私
た
ち
に
と
っ
て
当
然
の
言
語
感
覚
が
通
用
し
な
い
と
見
て
注
意

深
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
。（
文
部
科
学
省
指
定
の
筑

波
大
附
属
小
中
高
国
語
科
「
国
語
力
向
上
事
業
研
究
」
か
ら
）




