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「
古
典
嫌
い
」に
さ
せ
な
い
た
め
に

「
中
学
生
を
古
典
嫌
い
に
さ
せ
な
い
で
欲
し
い
」
こ

れ
は
高
等
学
校
の
先
生
の
話
で
あ
る
。
受
験
勉
強
で

古
典
文
法
ば
か
り
や
っ
て
き
た
生
徒
は
、
古
典
そ
の

も
の
を
嫌
い
に
な
っ
て
高
校
に
入
学
し
て
く
る
と
い

う
。高
校
で
本
格
的
に
古
典
の
楽
し
さ
を
学
ぶ
前
に
、

古
典
そ
の
も
の
に
拒
否
反
応
を
起
こ
さ
れ
て
は
、
高

校
の
先
生
も
さ
ぞ
か
し
大
変
で
あ
ろ
う
。　

　

で
は
、
中
学
校
で
ど
の
よ
う
な
古
典
学
習
を
行
え

ば
、
生
徒
が
古
典
に
興
味
を
持
ち
続
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
ま
で
の
実
践
か
ら
ア
イ
デ
ィ

ア
を
紹
介
す
る
。

「
ま
る
ご
と
」読
む
古
典

　

教
科
書
教
材
で
は
代
表
的
な
古
典
が
載
っ
て
い

る
。「
竹
取
物
語
」「
平
家
物
語
」「
徒
然
草
」「
枕
草

子
」「
お
く
の
ほ
そ
道
」「
和
歌
」「
論
語
」「
漢
詩
」

等
で
あ
る
。
様
々
な
制
約
か
ら
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て

そ
の
作
品
の
極
々
一
部
し
か
載
っ
て
い
な
い
。
古
典

は
歴
史
的
な
背
景
、
知
識
な
ど
が
分
か
っ
て
、
初
め

て
面
白
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
こ
で
、「
古
典
を

ま
る
ご
と
読
む
」
こ
と
を
推
奨
し
た
い
。

　

す
べ
て
と
い
う
わ
け
に
も
い
か
な
い
が
、「
竹
取

物
語
」「
平
家
物
語
」「
お
く
の
ほ
そ
道
」
な
ど
は
、

是
非
「
ま
る
ご
と
」
読
ま
せ
た
い
作
品
で
あ
る
。

　

原
文
と
全
訳
が
書
い
て
あ
る
本
が
数
社
の
出
版
社

か
ら
出
て
い
る
。
ま
た
、
イ
ラ
ス
ト
や
写
真
が
豊
富

な
資
料
的
要
素
の
大
き
い
本
や
古
典
漫
画
な
ど
も
多

く
出
版
さ
れ
て
い
る
。「
源
氏
物
語
」
を
漫
画
で
理

解
し
た
方
も
多
い
の
で
は
な
い
か
。（
私
も
そ
の
一

人
だ
。）
口
語
訳
を
読
ま
せ
る
の
も
良
い
し
、
学
習

漫
画
で
も
良
い
。「
全
部
読
ん
だ
！
」
い
う
達
成
感

と
ま
る
ご
と
理
解
し
た
と
い
う
充
実
感
に
つ
な
が

る
。
こ
れ
は
読
書
の
広
が
り
に
も
通
じ
る
。

　

中
一
で
学
習
す
る
こ
と
の
多
い
「
竹
取
物
語
」
で

は
星
新
一
訳
の
文
庫
本
を
読
ま
せ
た
。「
竹
取
物
語
」

は
壮
大
な
物
語
で
、
登
場
人
物
、
ス
ト
ー
リ
ー
の
展

開
に
魅
力
が
あ
り
、一
年
生
で
も
ど
ん
ど
ん
読
め
る
。

　

中
二
、三
年
で
は
「
平
家
物
語
」「
お
く
の
ほ
そ
道
」

を
、
文
庫
本
で
ま
る
ご
と
読
ん
だ
。
全
文
を
通
す
こ

と
に
よ
っ
て
「
白
河
の
関
」
や
「
松
島
の
月
」
に
も

触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

学
習
の
ま
と
め
は
、古
典
冒
頭
部
分
の「
暗
唱
」だ
。

古
典
に
慣
れ
る
手
段
に
な
る
。「
A
す
ら
す
ら
暗
唱

B
最
後
ま
で
暗
唱
C
途
中
ま
で
暗
唱
」
と
い
っ
た
評

価
で
テ
ス
ト
を
す
る
の
も
学
習
効
果
が
あ
る
。
そ
し

て
何
よ
り
も
教
師
自
身
が
古
典
の
学
習
を
楽
し
ん

で
、
生
徒
と
と
も
に
学
ぶ
主
体
で
あ
り
た
い
。

の
な
か　

み
え
こ　

東
京
都
の
公
立
小
、
附
属
世
田
谷
小
を

経
て
現
在
の
勤
務
校
に
。
附
属
世
田
谷
小
、
附
属
高
校
、
大

学
の
先
生
方
と
共
に
十
二
年
間
を
見
据
え
た
国
語
教
育
の
共

同
研
究
を
行
っ
て
い
る
。


