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源
氏
物
語
を
現
代
語
訳
で
読
む 

国
語
科
教
諭 

大
川
健
次 

  

源
氏
物
語
は
、
藤
原
摂
関
政
治
の
華
や
か
な
り
し
頃
、

紫
式
部
に
よ
っ
て
書
か
れ
ま
し
た
。
主
人
公
、
光
源
氏

の
恋
愛
物
語
に
当
時
の
読
者
た
ち
は
ワ
ク
ワ
ク
し
な
が

ら
次
の
展
開
を
期
待
し
て
い
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は

現
在
、
週
刊
の
漫
画
雑
誌
や
連
続
ド
ラ
マ
を
み
て
「
こ

れ
か
ら
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
」
と
更
な
る
展
開
を
期
待

す
る
現
代
人
と
同
様
だ
っ
た
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

そ
ん
な
源
氏
物
語
も
時
代
に
よ
っ
て
は
好
意
的
に
受

け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、

源
氏
物
語
が
書
か
れ
て
二
百
年
近
く
経
ち
平
安
末
期

に
も
な
る
と
、
仏
教
の
影
響
力
が
大
変
強
く
な
り
、
恋

愛
は
好
色
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
な
考
え
方
か
ら
「
紫

式
部
は
源
氏
物
語
を
書
い
た
の
で
地
獄
に
落
ち
た
」

「
源
氏
物
語
を
読
ん
だ
者
も
地
獄
に
落
ち
る
」
と
言
わ

れ
た
そ
う
で
す
。
こ
れ
で
は
も
う
源
氏
物
語
は
禁
断
の

書
で
す
。
鎌
倉
時
代
に
な
る
と
ま
た
ち
ょ
っ
と
違
っ
た

捉
え
方
を
さ
れ
、
源
氏
物
語
は
「
華
や
か
な
人
生
を
送

っ
た
光
源
氏
は
最
後
に
不
幸
に
な
っ
た
」
こ
と
を
伝
え
る

た
め
、
「
好
色
は
む
な
し
い
こ
と
を
戒
め
る
書
」
で
あ
る

と
も
受
け
取
ら
れ
て
い
ま
す
。 

時
代
は
下
っ
て
、
江
戸
時
代
に
入
る
と
儒
教
思
想
の

朱
子
学
の
考
え
方
か
ら
、
武
士
や
学
者
の
間
で
源
氏
物

語
は
道
徳
に
反
す
る
も
の
と
し
て
非
難
さ
れ
ま
し
た
が
、

そ
の
反
面
、
庶
民
た
ち
は
、
井
原
西
鶴
の
『
好
色
一
代

男
』
の
主
人
公
で
あ
る
世
之
介
と
い
う
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

を
好
み
ま
す
。
西
鶴
の
『
好
色
一
代
男
』
に
は
随
所
に
源

氏
物
語
の
パ
ロ
デ
ィ
と
と
れ
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
か
ら

も
、
江
戸
の
庶
民
の
間
で
は
源
氏
物
語
が
広
く
読
ま
れ

て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
江
戸
時
代
も
後
半
に
な

る
と
国
学
者
の
本
居
宣
長
ら
よ
っ
て
源
氏
物
語
が
詳
細

に
研
究
さ
れ
ま
す
。
宣
長
は
「
も
の
の
あ
は
れ
」
が
源
氏

物
語
の
本
質
で
あ
る
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
こ
か
ら
源
氏

物
語
が
日
本
を
代
表
す
る
物
語
で
あ
る
と
認
識
さ
れ

始
め
、
単
な
る
「
好
色
者
の
色
恋
沙
汰
」
の
話
で
は
な
く
、

人
間
の
真
実
を
描
き
出
し
た
純
文
学
と
し
て
受
け
取

ら
れ
、
現
代
に
至
る
わ
け
で
す
。 

現
在
、
源
氏
物
語
は
世
界
各
地
で
も
翻
訳
さ
れ
て

多
く
の
人
々
に
読
ま
れ
て
い
ま
す
。
英
語
、
ド
イ
ツ
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
、
ロ
シ
ア
語
、
中
国
語
、
韓
国
語
、
タ
ミ
ル

語
な
ど
と
、
な
ん
と
三
十
三
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
て
い

る
の
だ
そ
う
で
す
。
こ
う
し
て
源
氏
物
語
は
世
界
最
古

の
長
編
小
説
と
言
わ
れ
、
ま
ご
う
こ
と
な
く
世
界
文
学

の
地
位
を
得
ま
し
た
。 

日
本
に
お
け
る
現
代
語
訳
に
つ
い
て
述
べ
ま
す
と
、

明
治
期
に
与
謝
野
晶
子
の
『
新
訳
源
氏
物
語
』
が
書
か

れ
ま
す
。
情
熱
の
歌
人
、
与
謝
野
晶
子
の
手
に
よ
る
こ

の
現
代
語
訳
は
、
文
豪
、
森
鷗
外
も
絶
賛
し
て
い
ま
す

が
、
晶
子
本
人
は
『
新
訳
源
氏
物
語
』
を
不
完
全
な
も

の
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
二
十
年
の
歳
月
を

経
て
晶
子
は
、
『
新
新
訳
源
氏
物
語
』を
刊
行
し
ま
す
。

こ
ち
ら
の
ほ
う
が
格
段
に
翻
訳
の
質
は
上
が
っ
た
と
さ

れ
ま
す
が
、
読
む
人
を
選
ぶ
現
代
語
訳
だ
と
思
い
ま
す
。 

対
し
て
昭
和
の
戦
前
、
戦
後
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
た

谷
崎
潤
一
郎
の
『
潤
一
郎
訳
源
氏
物
語
』
は
現
代
語
訳

と
し
て
は
名
著
で
す
。
も
う
半
世
紀
以
上
前
の
も
の
で

す
が
、
原
文
に
忠
実
で
あ
り
、
こ
れ
を
読
め
ば
原
文
の

源
氏
物
語
が
読
め
る
よ
う
に
な
る
よ
と
私
も
高
校
時

代
に
国
語
の
先
生
か
ら
言
わ
れ
た
の
を
思
い
出
し
ま
す
。  

 

今
か
ら
二
十
五
年
前
に
な
り
ま
す
が
、
『
窯
変
源
氏

物
語
』
と
い
う
現
代
語
訳
が
出
ま
し
た
。
こ
れ
を
書
い

た
橋
本
治
は
、
「
源
氏
物
語
の
現
代
語
訳
は
谷
崎
潤
一

郎
訳
が
一
つ
あ
れ
ば
充
分
な
の
で
、
自
分
が
や
る
意
味

の
あ
る
訳
を
」
と
考
え
、
一
人
称
の
光
源
氏
に
自
分
の

遍
歴
を
語
ら
せ
て
い
ま
す
。
私
と
し
て
は
、
大
変
面
白

く
読
め
る
も
の
で
す
の
で
お
勧
め
し
ま
す
。 

ま
た
、
二
年
前
に
は
直
木
賞
作
家
の
角
田
光
代
『
源

氏
物
語
』
が
発
表
さ
れ
ま
し
た
。
主
語
省
略
の
多
い
原

文
に
主
語
を
補
い
、
現
代
で
は
煩
雑
に
見
え
る
敬
語
を

省
略
し
て
読
み
や
す
く
し
て
い
る
の
が
特
徴
で
す
。
こ
の

ほ
か
に
円
地
文
子
、
瀬
戸
内
寂
聴
、
田
辺
聖
子
の
現
代

語
訳
が
あ
り
ま
す
。 

か
い
つ
ま
ん
で
源
氏
物
語
の
時
代
ご
と
の
評
価
と
現

代
語
訳
に
つ
い
て
述
べ
て
き
ま
し
た
。
原
文
で
な
け
れ
ば

読
ん
だ
こ
と
に
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
も
あ
り
ま
す

が
、
何
事
に
も
手
始
め
と
い
う
も
の
も
あ
り
ま
す
。
気

負
わ
ず
、
源
氏
物
語
だ
け
で
な
く
古
典
作
品
を
現
代

語
訳
で
読
ん
で
み
る
こ
と
は
価
値
の
あ
る
こ
と
だ
と
思

い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
朝
読
書
な
ど
を
利
用
し
て
是
非
挑

戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 
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『源
氏
物
語 

あ
さ
き
ゆ
め
み
し
』 

(

著
者)

大
和
和
紀
・㈱
講
談
社 

 

教
室
に
何
人
も
の
女
子

が
溜
ま
っ
て
い
る
。
な
ん
と

な
く
気
ま
ず
く
な
り
、
逃
げ

込
ん
だ
図
書
館
で
書
い
て
い

る
。
今
も
昔
も
異
性
の
気
も 

ち
な
ん
て
わ
か
ら
な
い
。
が
、
し
か
し
、
自
身
の
フ
ェ
ロ
モ

ン
を
惜
し
げ
も
な
く
振
り
ま
き
、
瞬
く
間
に
恋
の
世
界

へ
引
き
込
む
男
、
そ
れ
が
こ
の
物
語
の
主
人
公
、
か
の
有

名
な
光
源
氏
だ
。
今
流
行
？
の
不
倫
で
は
な
い
が
（昔

は
一
夫
多
妻
制
）
何
人
も
の
女
性
を
手
玉
に
と
っ
て
い

く
描
写
は
優
雅
で
ス
リ
リ
ン
グ
。
あ
る
芸
能
人
が
「
不

倫
は
文
化
だ
」な
ん
て
言
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
す
ら
も
納

得
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
の
ぐ
ら
い
心
が
強
く
騒
め
き
、

乱
れ
る
。
光
源
氏
の
よ
う
に
僕
に
も
一
瞬
で
落
と
せ
る

気
が
し
て
き
た
。
こ
う
し
ち
ゃ
い
ら
れ
な
い
。
さ
っ
そ
く

行
っ
て
き
ま
す
。 

―
そ
の
後
、
彼
は
二
度
と
姿
を
現
さ
な
か
っ
た
。
― 

<

委
員
長>

佐
久
間
宗
士(

３
Ｇ) 

 

『源
氏
物
語
の
女
性
た
ち
』 
(

著
者)

瀬
戸
内
寂
聴
・㈱
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版 

 

幼
い
頃
に
母
親
を
亡
く
し
た
光
源
氏
は
、
亡
き
母
に

瓜
二
つ
の
義
理
の
母
藤
壺

を
慕
い
、
や
が
て
女
性
と
し

て
愛
す
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。
こ
の
こ
と
を
き
っ
か
け

に
、
光
源
氏
は
藤
壺
を
は

じ
め
多
く
の
女
性
を
愛
し 

て
い
き
ま
す
が
、
結
局
は
藤
壺
へ
の
気
持
ち
を
晴
ら
す

道
具
と
し
て
扱
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
ま
す
。
心

の
奥
で
は
い
つ
も
藤
壺
た
だ
一
人
を
愛
し
て
い
た
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 <

副
委
員
長>

中
田
瑞
樹(

３
Ｆ)  

『源
氏
物
語
と
日
本
人
―
紫
マ
ン
ダ
ラ
』 

(

著
者)

河
合
隼
雄
・㈱
講
談
社 

 

「源
氏
物
語
」を
光
源
氏
で 

は
な
く
紫
式
部
の
物
語
と

捉
え
直
し
て
い
る
。
彼
は
女

性
を
盛
り
立
て
る
鏡
の
よ
う

な
存
在
な
の
だ
。
心
理
学
的

観
点
か
ら
物
語
を
と
ら
え
、

キ
リ
ス
ト
教
の
強
い
影
響
を 

受
け
た
西
洋
近
代
自
我
と
の
対
比
を
試
み
共
通
点
を

探
っ
て
い
る
。
紫
式
部
は
近
代
自
我
に
も
通
じ
る
自
分

の
物
語
を
見
事
に
作
り
出
し
た
の
だ
。
現
代
に
生
き
る

人
間
が
ど
の
よ
う
な
物
語
を
生
き
て
、
作
り
出
す
か
と

い
う
点
で
共
通
点
も
多
く
、
読
ん
で
い
て
源
氏
物
語
が

さ
ら
に
面
白
く
な
る
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。 

<

図
書
館
だ
よ
り
班
長>

木
村
亮
介(
３
Ｈ) 

『源
氏
物
語 

全
現
代
語
訳
―
手
習
夢
浮
橋
』 

(

著
者)

今
泉
忠
義
・㈱
講
談
社 

 
 

 

こ
の
作
品
で
注
目
す
べ

き
は
、
誰
も
が
死
ん
だ
と

思
っ
て
い
た
主
人
公
・
浮

舟
が
実
は
生
き
て
い
た
と

い
う
と
こ
ろ
で
す
。
入
水 

自
殺
を
図
り
、
救
っ
て
も 

ら
っ
て
も
生
き
る
覚
悟
が
な
く
、
こ
の
世
に
絶
望
し
か

感
じ
な
い
様
子
が
哀
れ
だ
と
思
い
ま
し
た
。
彼
女
に
感

情
移
入
し
て
み
る
と
、
男
が
美
貌
だ
け
で
寄
っ
て
く
る

の
と
、
こ
の
時
代
の
幸
せ
は
見
初
め
ら
れ
る
こ
と
し
か
な

い
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
鬱
陶
し
く
感
じ
ま
し
た
。 

村
瀬
聖
悟(

３
Ａ)  

『源
氏
物
語
の
色
辞
典
』 

(

著
者)

吉
岡
幸
雄
・紫
紅
社 

 

私
は
源
氏
物
語
の
「
色
」 

に
つ
い
て
興
味
を
持
ち
ま

し
た
。
様
々
な
色
が
あ
る

中
で
一
色
、
一
貫
し
て
登

場
し
て
く
る
色
が
あ
り
ま 

す
。
そ
れ
は
「
紫
」
で
す
。
登
場
人
物
に
も
「
紫
の
上
」
と

呼
ば
れ
る
人
が
お
り
、
「
紫
の
物
語
」
と
も
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
成
田
高
校
の
イ
メ
ー
ジ
カ
ラ
ー
も
紫
と
い
う
印

象
が
強
い
の
で
素
敵
だ
と
思
い
ま
し
た
。 

本
木
寛
大(

３
Ａ) 
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『源
氏
物
語
』 (

訳
者)

瀬
戸
内
寂
聴
・㈱
講
談
社 

 

源
氏
物
語
は
、
紫
式
部 

の
著
し
た
完
成
年
代
不
明
の

作
品
で
す
。
自
分
が
お
す
す

め
し
た
い
の
は
第
三
部
の
光

源
氏
の
死
亡
し
た
後
の
話
で

す
。
源
氏
物
語
と
い
え
ば
光

源
氏
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で

す
が
、
あ
え
て
主
人
公
が
光

源
氏
で
な
い
話
を
読
ん
で
み

る
の
も
面
白
い
と
思
い
ま
す
。  

中
で
も
自
分
の
お
す
す
め
す
る
ポ
イ
ン
ト
は
薫
や
匂
宮

達
の
恋
模
様
に
感
情
移
入
さ
せ
ら
れ
、
ド
キ
ド
キ
を

展
開
と
と
も
に
楽
し
め
る
所
で
す
！ 

大
胡
桜
太(

３
Ｂ) 

 

『マ
ン
ガ
日
本
の
古
典 

源
氏
物
語
』 

(

著
者)

長
谷
川
法
世
・㈱
中
央
公
論
社 

 

私
が
読
ん
だ
源
氏
物
語
・ 

第
二
部
で
は
、
第
一
部
か 

ら
一
転
し
、
源
氏
の
苦
悩
の

世
界
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。

時
の
朱
雀
院
が
娘
の
女
三

宮
を
源
氏
に
預
け
た
た
め
、 

源
氏
の
本
妻
の
立
場
に
あ
っ
た
紫
の
上
が
病
に
伏
し
て

し
ま
い
ま
す
。
さ
ら
に
女
三
宮
は
青
年
貴
族
の
柏
木
と

恋
仲
に
な
っ
て
子
供
を
産
み
、
そ
の
こ
と
を
知
っ
て
し
ま 

 
 

っ
た
源
氏
は
老
い
て
い
く
自
分
の
過
去
の
過
ち
へ
の
反
省 

心
に
苛
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
病
気
だ
っ
た
最

愛
の
紫
の
上
が
死
ぬ
に
至
り
、
つ
い
に
彼
は
出
家
す
る
こ

と
を
決
心
し
ま
し
た
。 

高
橋
駿
英(

３
Ｂ)  

 

『ま
ろ
、
ん
？
大
掴
源
氏
物
語
』 

(

著
者)

小
泉
吉
宏
・㈱
講
談
社 

 

ス
ト
ラ
イ
ク
ゾ
ー
ン
は
学 

生
か
ら
五
十
代
後
半
、
義

理
の
母
も
可
。
日
本
を
代
表

す
る
元
祖
ハ
イ
ス
ペ
ッ
ク
イ

ケ
メ
ン
、
そ
の
名
も
光
源
氏
。 

G
oog

le

で
「源
氏
物
語 

女
性
」と
調
べ
た
ら
関
連
キ
ー

ワ
ー
ド
に
「
光
源
氏 

ク
ズ 

2ch

」
と
出
て
来
る
程
、
恋

多
き
男
で
あ
る
。
だ
が
、
私
が
思
う
に
彼
は
只
の
ク
ズ

で
は
な
い
。
そ
の
訳
が
知
り
た
い
人
は
是
非
こ
の
漫
画

を
読
ん
で
み
て
欲
し
い
。
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
は
全
て
デ
フ
ォ

ル
メ
さ
れ
て
お
り
、
光
源
氏
の
頭
は
な
ん
と
「
栗
」
。
イ

ケ
メ
ン
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
さ
ず
に
源
氏
物
語
を
楽
し
め 

る
稀
有
な
一
冊
だ
。 

新
谷
栄
茉(

３
Ｂ) 

 

『学
び
や
ぶ
っ
く
・相
関
図
つ
き
源
氏
物
語
』  

(

著
者)

北
川
真
理
・㈱
明
治
書
院 

 

こ
の
本
は
気
軽
に
物
語
や
そ
の
文
化
に
触
れ
た
い
人
に

適
し
て
い
ま
す
。
そ
も
そ

も
源
氏
物
語
に
は
五
百
人

も
の
登
場
人
物
が
い
ま
す
。

個
々
の
性
格
描
写
は
繊
細

で
、
遺
伝
的
要
素
に
ま
で 

意
識
し
て
書
か
れ
て
い
る
た
め
構
成
が
複
雑
で
難
解
で 

す
。
し
か
し
、
現
代
に
も
通
じ
る
人
間
心
理
が
描
か
れ
、 

高
い
評
価
を
受
け
て
い
ま
す
。
原
文
を
読
む
こ
と
こ
そ 

が
醍
醐
味
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
と 

し
て
、
ま
ず
は
こ
の
本
を
読
ん
で
み
て
は
？ 

鈴
木
ほ
の
香(

３
Ｅ) 

 

『謹
訳 

源
氏
物
語
』 (

著
者)

林
望
・㈱
祥
伝
社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

源
氏
物
語
は
有
名
な
古

典
文
学
で
す
が
、
い
ざ
読
も

う
と
思
っ
て
も
“
古
典
だ
か

ら
”
と
か
“
文
章
が
長
く
て

読
み
に
く
い
か
ら
”な
ど
断 

念
し
て
し
ま
う
人
が
多
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か(

私

も
そ
の
一
人
で
し
た
…)

。
で
も
、
こ
の
本
は
現
代
人
に

も
受
け
入
れ
や
す
く
、
か
つ
、
気
品
の
あ
る
文
章
で
、

古
文
が
苦
手
な
人
で
も
大
丈
夫
。
豊
か
な
情
景
描
写

は
、
よ
り
頭
の
中
で
再
現
し
や
す
い
よ
う
に
、
簡
単
明

瞭
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
イ
ケ
メ
ン
な
光
源
氏
の
行
動

や
感
情
、
相
手
の
女
性
た
ち
と
の
関
係
を
楽
し
み
な
が

ら
読
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

竹
尾
陽
香(

３
Ｆ)  
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『夕
顔
の
恋
―
最
高
の
女
の
ひ
み
つ
』 

(

著
者)

林
望
・㈱
朝
日
出
版
社 

 

源
氏
物
語
と
言
え
ば
恋
。
そ
こ
で
、
源
氏
が
恋
に
落

ち
た
女
性
の
中
で
私
が
最
も
フ
ェ
ミ
ニ
ン
だ
と
思
う
人 

を
紹
介
し
よ
う
。
そ
の
名
を
夕
顔
、
当
時
の
源
氏
よ
り

二
歳
年
上
で
あ
っ
た
。
因
み
に
夕
顔
と
は
花
の
名
前
で
、

白
い
朝
顔
の
よ
う
な
見
た
目
を
し
て
い
る
。
な
ぜ
彼
女

を
選
ん
だ
の
か
。
艶
や
か
な
魅
力
を
植
え
付
け
ら
れ
た

の
は
初
登
場
の
場
面
。
そ
こ
に
は
白
以
外
の
印
象
的
な

色
が
い
く
つ
か
登
場
す
る
。
そ
れ
が
う
ま
い
具
合
に
白 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

を
覆
い
、
月
を
隠
す
雲
の
よ
う
に
夕
顔
を
覆
う
。
そ
の

不
透
明
さ
が
夕
顔
に
儚
く
も
艶
麗
な
匂
い
を
与
え
て

い
る
。 

源
氏
や
私
は
彼
女
の
見

え
な
い
部
分
を
見
よ
う
と
し

て
い
る
間
に
彼
女
に
取
り
憑

か
れ
て
し
ま
う
の
か
も
し
れ

な
い
。 

小
林
唯
人(

３
Ｅ) 

 

『新
編
日
本
古
典
文
学
大
系 

源
氏
物
語
』 

(

著
者)

阿
部
秋
生 

他
・㈱
小
学
館 

 

古
典
文
学
か
ら
現
代
文
学
ま
で
で
、
最
も
多
く
読 

れ
、
最
も
愛
さ
れ
て
き
た
テ
ー
マ
は
、
お
そ
ら
く
男
女 

 
 
 
 
 

 

の
恋
愛
で
あ
ろ
う
。
「
源
氏
物
語
」
に
描
か
れ
る
平
安

時
代
と
現
代
と
を
比
べ
て
み
て
も
、
ほ
と
ん
ど
違
い
は

無
い
よ
う
に
思
え
る
。
で
は
、
ど
こ
に
違
い
が
あ
る
の
だ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ろ
う
か
。
そ
れ
は
お
そ 

ら
く
恋
愛
に
お
け
る
「
ス

ピ
ー
ド
感
」
で
あ
ろ
う
。

平
安
時
代
は
、
愛
す
る

人
と
連
絡
を
取
る
た
め 

に
は
、
使
者
を
送
る
な
り
手
紙
を
送
る
な
り
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
現
代
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

で
一
瞬
で
や
り
と
り
で
き
る
。
一
見
便
利
に
な
っ
た
よ

う
に
思
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
た
ち
は
そ
の

分
、
相
手
を
想
う
時
間
を
失
っ
た
と
も
言
え
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。 

高
橋
知
希(

３
Ｆ)  

 

『源
氏
物
語 

紫
の
結
び
』 

(

著
者)

荻
原
規
子
・㈱
理
論
社 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

作
者
の
意
思
を
反
映

し
、
原
典
で
あ
る
源
氏
物

語
の
細
部
が
も
つ
魅
力
と
、

テ
ン
ポ
の
良
さ
を
重
視
し

て
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
と 

て
も
読
み
や
す
く
ス
ラ
ス
ラ
読
め
る
の
で
、
古
典
が
苦

手
と
い
う
方
に
こ
そ
、
必
要
な
教
養
と
し
て
で
は
な
く

楽
し
い
読
み
物
と
し
て
読
ん
で
ほ
し
い
。 加

瀬
そ
ら(

３
Ｆ) 

    

『源
氏
物
語 

つ
る
花
の
結
び
』 

(

著
者)

荻
原
規
子
・㈱
理
論
社 

 

普
通
の
恋
愛
小
説
か
と

思
っ
た
ら
全
然
違
っ
て
い
て
、

話
に
引
き
込
ま
れ
ま
し
た
。

光
源
氏
に
勝
手
に
女
性
が 

寄
っ
て
き
て
い
る
の
か
と
思
っ
て
た
ら
、
自
分
か
ら
女
性

に
ア
ピ
ー
ル
し
て
い
て
、
そ
ん
な
に
何
人
も
好
き
に
な
る

の
か
と
不
思
議
に
思
い
ま
し
た
。
古
典
の
授
業
で
や
っ
た

り
す
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
全
部
読

ん
で
み
て
欲
し
い
で
す
。 

渡
邉
桜
子(

３
Ｈ)  

 『ウ
ェ
イ
リ
ー
版
源
氏
物
語
１ 

紫
式
部 

ア
ー
サ
ー
・ウ
ェ
イ
リ
ー
英
語
訳
』 

(

訳
者)

佐
復
秀
樹
・㈱
平
凡
社 

 

こ
の
本
は
少
し
特
殊
で
、

英
訳
し
た
も
の
を
更
に
日
本

語
訳
す
る
と
い
う
逆
輸
入
の

よ
う
な
訳
さ
れ
方
を
し
て
い

ま
す
。
も
と
も
と
日
本
の
こ 

と
が
わ
か
ら
な
い
外
国
人
向
け
に
書
か
れ
た
も
の
な
の

で
丁
寧
な
説
明
が
さ
れ
て
お
り
、
と
て
も
読
み
や
す
い

一
冊
と
な
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
最
後
に
歌
の
一
覧
が
載

っ
て
い
る
の
で
ど
ん
な
歌
が
詠
ま
れ
た
の
か
気
に
な
る
方

も
ぜ
ひ
手
に
と
っ
て
み
て
下
さ
い
。 

坪
井
真
帆(

３
Ｇ)  
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『ウ
ェ
イ
リ
ー
版
源
氏
物
語
３ 

紫
式
部 

ア
ー
サ
ー
・ウ
ェ
イ
リ
ー
英
語
訳
』 

(

訳
者)

佐
復
秀
樹
・㈱
平
凡
社 

 

源
氏
の
息
子
で
あ
る
夕 

 
 
 

霧
は
思
慮
分
別
が
あ
り
世

間
か
ら
の
評
価
も
良
か
っ
た

が
、
結
局
は
父
親
よ
り
も
女

性
へ
の
思
い
が
無
く
、
本
妻
の 

雲
居
雁
と
は
別
居
し
、
落
葉
の
宮
に
は
振
り
向
い
て
も 

ら
え
な
か
っ
た
。
自
分
の
こ
と
ば
か
り
考
え
て
、
相
手
の

考
え
を
汲
み
取
れ
な
い
人
は
皆
が
不
幸
な
る
選
択
し

か
で
き
な
い
の
だ
と
思
っ
た
。 

伊
藤
花
鈴(
３Ⅾ

)  

 

『紫
式
部 

源
氏
物
語 

ア
ー
サ
ー
・ウ
ェ
イ
リ
ー
英
語
訳
』 

(

訳
者)

毬
谷
ま
り
え
＋
森
山
恵
・㈱
左
右
社  

―
あ
な
た
で
し
た
の
王
子
さ
ま
、
ず
い
ぶ
ん
お
待
ち
し

ま
し
た
わ
― 

ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
ン
源
氏
と 

言
わ
れ
て
い
る
ク
リ
ム
ト
表 

 

紙
の
ウ
ェ
イ
リ
ー
版
源
氏
物

語
の
再
日
本
語
訳
。
ウ
ェ
イ

リ
ー
と
い
う
王
子
に
目
覚
め

さ
せ
ら
れ
た
眠
り
の
森
の
美 

女
。
そ
れ
が
こ
の
源
氏
物
語
な
の
だ
。
行
っ
た
こ
と
も
見

た
こ
と
も
な
い
、
し
か
も
古
典
を
西
洋
人
が
読
む
と
し

た
ら
こ
ん
な
気
分
な
の
で
は
？
さ
ら
に
そ
れ
を
現
代
日

本
人
が
味
わ
う
と
い
う
多
重
構
造
の
カ
ラ
ク
リ
。
中
国

の
象
牙
彫
刻
「
天
球
」
を
覗
く
よ
う
。
本
作
で
源
氏
は

全
く
違
う
趣
を
見
せ
る
。 

歌
は
藤
井
貞
和
の
未
発
表
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
り
、
い
っ

そ
う
解
釈
が
深
ま
っ
た
。
区
切
り
や
句
読
点
が
補
わ
れ
、

隠
さ
れ
て
い
た
掛
詞
、
付
与
さ
れ
て
い
た
意
味
が
炙
り

だ
さ
れ
て
い
る
。
戦
争
も
無
く
平
安
な
時
代
だ
か
ら
こ

そ
、
些
細
な
事
象
に
心
を
寄
せ
、
美
を
見
出
し
愛
す
る
。

ピ
ン
と
張
っ
た
つ
ま
ら
な
い
平
坦
な
シ
ー
ツ
で
は
な
く
自 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ら
抓
ま
ん
で
シ
ワ
を
寄
せ
た
シ
ル
ク
の
ド
レ
ー
プ
を
愉

し
む
よ
う
に
。
杓
子
定
規
な
正
義
を
ふ
り
か
す
の
で
は

な
く
、
こ
こ
は
顕
微
下
の
世
界
と
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。  

ミ
ド
リ
ム
シ
の
構
造
の
美
し

さ
、
植
物
の
茎
の
切
片
の
巧

緻
な
造
り
。
源
氏
物
語
の 

ス
ケ
ー
ル
（
定
規
）
に
則
り
、

美
と
愛
を
愉
し
み
た
い
。 

図
書
部
長
・吉
田
純
子 

写
真
・「天
球
」 

象
牙
と
石
の
彫
刻
美
術
館
～
ジ
ュ
エ
ル
ピ
ア
～ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

▼
参
考
文
献 

・
瀬
戸
内
寂
聴
『少
年
少
女
古
典
文
学
館
・源
氏
物
語
』

㈱
講
談
社 

・
大
和
和
紀
原
作
・絵
、
時
海
結
衣
文
『あ
さ
き
ゆ
め
み

し
』㈱
講
談
社 

・
源
氏
物
語
研
究
会
『キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
知
れ
ば
源
氏

が
わ
か
る
！
登
場
人
物
で
読
む
源
氏
物
語
』 

㈱
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ 

▼
令
和
元
年
（二
〇
一
九
）度
年
間
貸
出
冊
数 

中
学
生
利
用
冊
数 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

４
，
８
１
４
冊 

高
校
生
利
用
冊
数 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

４
，
６
４
７
冊 

小
学
生
及
び
職
員
利
用
冊
数 

 
 

 
 

４
６
７
冊 

 
 

合 

計 
 

９
，
９
２
８
冊  

▼
図
書
委
員
・役
員
お
疲
れ
様
で
し
た 

図
書
委
員
役
員
は
左
記
の
通
り
で
す
。
前
半
は
コ
ロ

ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
影
響
に
よ
り
、
思
う
よ
う
に
活
動
が
出

来
ず
と
て
も
残
念
で
し
た
。
後
半
も
文
化
祭
な
ど
の
行

事
が
中
止
と
な
り
日
直
の
業
務
の
み
と
な
り
ま
す
。 

尚
、
９
月
中
に
役
員
改
選
を
行
い
、
後
期
役
員
が
決

定
す
る
予
定
で
す
。 

図
書
委
員
長
・・高
３
Ｇ 

佐
久
間
宗
士 

〃
副
委
員
長
・・高
３
Ｆ 

中
田
瑞
樹 

 

〃
副
委
員
長
・・高
２
Ａ 

樽
井
陸 

〃
副
委
員
長
・・高
２
Ｇ 

高
橋
一
郎 

展
示 

  
 
 
 
 

班
長
・・・・高
３
Ｇ 

坪
井
真
帆 

 

蔵
書
点
検 

 
 
 

班
長
・・・・高
３
Ｆ 

竹
尾
陽
香 

図
書
館
だ
よ
り 

班
長
・・・・高
３
Ｈ 

木
村
亮
介 

 

▼
学
校
図
書
館
の
発
行
物 

① 

『Bib
lioth

ek

』 

新
着
図
書
の
中
か
ら
、
お
薦
め
の
図
書
を
紹
介 

◆
毎
週
発
行 

（図
書
館
内
掲
示
及
び
学
校H

P

掲
載
） 

② 

『図
書
館
だ
よ
り
』 

テ
ー
マ
に
沿
っ
て
図
書
委
員
が
取
材 

学
校H

P

に
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
掲
載 

◆
毎
年
９
月
頃
発
行
（全
校
に
配
布
） 

③ 

『RE
A

D

』ポ
ス
タ
ー 

教
職
員
が
お
ス
ス
メ
の
本
の
紹
介
ポ
ス
タ
ー
掲
示

及
び
学
校H

P

に
内
容
紹
介 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 


