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次
の【
文
章
Ⅰ
】は
、
殷い
ん
王
朝
の
末
期
に
、
周し
ゆ
うの
西せ
い
伯は
く
が
呂り
よ

尚し
よ
う（
太た
い
公こ
う
望ぼ
う
）と
出
会
っ
た
時
の
話
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
授
業
で
こ
れ
を
学
ん

だ
Ｃ
組
は
太
公
望
に
つ
い
て
調
べ
て
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。
二
班
は
、
太
公
望
の
こ
と
を
詠
ん
だ
佐さ

藤と
う
一い
つ
斎さ
い
の
漢
詩
を
見
つ
け
、
調
べ
た
こ
と
を【
文

章
Ⅱ
】と
し
て
ま
と
め
た
。【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】を
読
ん
で
、
後
の
問
い（
問
1
〜
7
）に
答
え
よ
。
な
お
、
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
省
い
た
と
こ
ろ

が
あ
る
。

【
文
章
Ⅰ
】

　

 

呂 

尚ハ 
蓋シ 
嘗 

窮 

困シ、年 

老イ
タ
リ

 

矣
。以テ 

漁 

釣ヲ 

奸
ム

 

周ノ 

西 

伯ニ。西 

伯 

将 

出 

猟 

卜 

之
。曰ハ

ク、「所ハ 
獲ル 
非ズ 
龍ニ、非ズ 

彲
ニ、非ズ 

虎ニ、非ズ 

羆
ニ、所ハ 

獲ル 

覇 

王 

之 

輔
。」於イ

テ

 

是ニ 

周ノ  

西 

伯 

猟リ
ス。果 

遇フ 

太 
公ニ 
於 

渭 

之 

陽
ニ。与 

語リ
テ

 

大イ
ニ

 

説 

曰ハ
ク、「自リ 

吾ガ 

先 

君 

太 

公  

曰ハ
ク、『当 

有リ
テ

 

聖 

人 

適ク 

周ニ。周 
以テ 
興ラ

ン
ト。』子ハ 

真ニ 

是レ
ナ
ル

 

邪
。吾ガ 

太 

公 

望ム
コ
ト

 

子ヲ 

久シ
ト

 

矣
。」故ニ  

号シ
テ

 

之ヲ 

曰フ 

太 

公 

望ト。載セ
テ

 

与 

俱ニ 
帰リ、立テ

テ
 

為ス 

師ト。

（
司し

馬ば

遷せ
ん『
史し

記き

』に
よ
る
。）

（
注
） 

1　
奸
―
―
知
遇
を
得
る
こ
と
を
求
め
る
。

 

2　
太
公
―
―
こ
こ
で
は
呂
尚
を
指
す
。

 

3　
渭
之
陽
―
―
渭い

水す
い
の
北
岸
。
渭
水
は
、
今
の
陝せ
ん
西せ
い
省
を
東
に
流
れ
て
黄
河
に
至
る
川
。

 

4　
吾
先
君
太
公
―
―
こ
こ
で
は
西
伯
の
亡
父
を
指
す（
な
お
諸
説
が
あ
る
）。

第
5
問

⑴

二

一
（
注
1
）

も
と

二

一 Ａ

レ

レ

レ
み
づ
ち

レ

レ
ひ
ぐ
ま

レ

た
す

 

ケ
ナ
リ
ト

レ

か

ア

二
（
注
2
）

（
注
3
）

ゐ

き
た

一 ⑵

よ
ろ
こ

 

ビ
テ

二
（
注
4
）

一

イ

下

二

一

ゆ
上レ

Ｂ

か

レ

レ

二

一

レ
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太 
公 

垂 

釣ノ 

図

謬 

被 
文 
王ニ 

載セ 

得テ 

帰ラ  

一 

竿
ノ

 

風 
月 
与 
心 

違
フ

  

想
フ

 

君ガ 

牧 

野 

鷹 
揚

ノ
 

後  

夢ハ 

在ラ
ン

 

磻 

渓
ノ

 

旧 

釣 
磯ニ 

あ
や
ま

 

リ
テ

れ
二

一

い
つ

か
ん

レ

た
が

お
も

ぼ
く

や

よ
う

や
う

二
は
ん

け
い

て
う

き
一

佐
藤
一
斎

不
本
意
に
も
文
王
に
よ
っ
て
周
に
連
れ
て
い
か
れ
て
し
ま
い
、

釣
り
竿ざ
お
一
本
だ
け
の
風
月
と
い
う
願
い
と
は
、
異
な
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

想
う
に
、
あ
な
た
は
牧
野
で
武
勇
知
略
を
示
し
て
殷
を
討
伐
し
た
後
は
、

磻
渓
の
昔
の
釣つ
り
磯い
そ
を
毎
夜
夢
に
見
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

幕
末
の
佐
藤
一
斎（
一
七
七
二
〜
一
八
五
九
）に
、
太
公
望（
呂
尚
）の

こ
と
を
詠
ん
だ
漢
詩
が
あ
り
ま
す
。
太
公
望
は
、
七
十
歳
を
過
ぎ
て
か

ら
磻
渓（
渭
水
の
ほ
と
り
）で
文
王（
西
伯
）と
出
会
い
、
周
に
仕
え
ま

す
。
殷
と
の「
牧
野
の
戦
い
」で
は
、
軍
師
と
し
て
活
躍
し
、
周
の
天
下

を
盤
石
の
も
の
と
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
本
当
の
思
い
は
？ 

 

Ｃ
佐
藤
一
斎
の
漢
詩
は
、【
文
章
Ⅰ
】と
は
異
な
る
太
公
望
の
姿
を
描

き
ま
し
た
。

あ
る
説
と
し
て
、
こ
の
漢
詩
は
佐
藤
一
斎
が
七
十
歳
を
過
ぎ
て
か
ら 

昌し
よ
う

平へ
い

坂ざ
か

学
問
所（
幕
府
直
轄
の
学
校
）の
教
官
と
な
り
、
そ
の
時
の
自

分
の
心
境
を
示
し
て
い
る
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

〈
コ
ラ
ム
〉

太
公
望
＝
釣
り
人
？

文
王
と
の
出
会
い

が
釣
り
で
あ
っ
た
こ

と
か
ら
、
今
で
は
釣

り
人
の
こ
と
を「
太

公
望
」と
言
い
ま
す
。

【
文
章
Ⅰ
】の
、
西
伯

が
望
ん
だ
人
物
だ
っ

た
か
ら
と
い
う
由
来

と
は
違
う
意
味
で
使

わ
れ
て
い
ま
す
。

狩か
の
う野
探た
ん
幽ゆ
う
画「
太
公
望
釣
浜
図
」

日
本
で
も
太
公
望
が
釣
り
を
す
る
絵
画

が
た
く
さ
ん
描
か
れ
ま
し
た
。

【
文
章
Ⅱ
】佐

藤
一
斎
の「
太
公
垂
釣
の
図
」に
つ
い
て

平
成
二
十
九
年
十
一
月
十
三
日

　
　
　

 

愛
日
楼
高
等
学
校
二
年
Ｃ
組
二
班
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問
1　
波
線
部
⑴「
嘗
」・
⑵「
与
」の
読
み
方
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。
解

答
番
号
は

1

・

2

。

⑴　
「
嘗
」

1　
か
つ
て

2　
こ
こ
ろ
み
に

3　
す
な
は
ち

4　
な
め
て

5　
な
ん
ぞ

⑵　
「
与
」

1　
あ
た
へ

2　
あ
づ
か
り

3　
こ
こ
に

4　
す
で
に

5　
と
も
に

1

⎩―――⎨―――⎧

2

⎩―――⎨―――⎧
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問
2　
二
重
傍
線
部
ア「
果
」・
イ「
当
」の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
ず
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

3

・

4

。

ア　
「
果
」

1　
た
ま
た
ま

2　
案
の
定

3　
思
い
が
け
ず

4　
や
っ
と
の
こ
と
で

5　
約
束
ど
お
り
に

イ　
「
当
」

1　
ぜ
ひ
と
も
〜
す
べ
き
だ

2　
ち
ょ
う
ど
〜
の
よ
う
だ

3　
ど
う
し
て
〜
し
な
い
の
か

4　
き
っ
と
〜
だ
ろ
う

5　
た
だ
〜
だ
け
だ

3

⎩―――⎨―――⎧

4

⎩―――⎨―――⎧
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問
3　
傍
線
部
Ａ「
西
伯
将
出
猟
卜
之
」の
返
り
点
の
付
け
方
と
書
き
下
し
文
と
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

5

。

1　
西
伯
将
出
猟
卜
之　
　
西
伯
将
に
猟か

り
に
出い

で
て
之
を
卜う
ら
なふ
べ
し

2　
西
伯
将
出
猟
卜
之　
　
西
伯
の
将
出
で
て
猟
り
し
て
之
を
卜
ふ

3　
西
伯
将
出
猟
卜
之　
　
西
伯
将は

た
猟
り
に
出
で
て
之
を
卜
ふ
か

4　
西
伯
将
出
猟
卜
之　
　
西
伯
猟
り
に
出
づ
る
を
将ひ
き
ゐ
て
之
を
卜
ふ

5　
西
伯
将
出
猟
卜
之　
　
西
伯
将
に
出
で
て
猟
り
せ
ん
と
し
之
を
卜
ふ

二

レ

一レレ

レ

レ

レ

レ

レ

二

一

レ
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問
4　
傍
線
部
Ｂ「
子
真
是
邪
」の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

6

。

1　
我
が
子
は
ま
さ
に
こ
れ
に
ち
が
い
な
い
。

2　
あ
な
た
は
ま
さ
に
そ
の
人
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。

3　
あ
な
た
は
ま
さ
に
そ
の
人
で
は
な
い
か
。

4　
我
が
子
が
ま
さ
に
そ
の
人
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
。

5　
我
が
子
が
ま
さ
に
そ
の
人
で
は
な
い
か
。
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問
5　
【
文
章
Ⅱ
】に
挙
げ
ら
れ
た
佐
藤
一
斎
の
漢
詩
に
関
連
し
た
説
明
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の
1
〜
6
の
う
ち
か
ら
、
す
べ
て
選
べ
。
解

答
番
号
は

7

。

1　
こ
の
詩
は
七
言
絶
句
と
い
う
形
式
で
あ
り
、
第
一
、
二
、
四
句
の
末
字
で
押
韻
し
て
い
る
。

2　
こ
の
詩
は
七
言
律
詩
と
い
う
形
式
で
あ
り
、
第
一
句
と
偶
数
句
末
で
押
韻
し
、
ま
た
対
句
を
構
成
し
て
い
る
。

3　
こ
の
詩
は
古
体
詩
の
七
言
詩
で
あ
り
、
首し
ゆ
聯れ
ん
、
頷が
ん
聯れ
ん
、
頸け
い
聯れ
ん
、
尾び

聯れ
ん
か
ら
な
っ
て
い
る
。

4　
こ
の
詩
の
よ
う
な
作
品
は
中
国
語
の
訓
練
を
積
ん
だ
ご
く
一
部
の
知
識
人
し
か
作
る
こ
と
が
で
き
ず
、
漢
詩
は
日
本
人
の
創
作
活
動
の
一

つ
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

5　
こ
の
詩
の
よ
う
な
作
品
を
詠
む
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
漢
詩
を
日
本
独
自
の
文
学
様
式
に
変
化
さ
せ
た
か
ら
で
、
日
本
人
は
江
戸
時
代
末

期
か
ら
漢
詩
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
。

6　
こ
の
詩
の
よ
う
に
優
れ
た
作
品
を
日
本
人
が
多
く
残
し
て
い
る
の
は
、
古
く
か
ら
日
本
人
が
漢
詩
文
に
親
し
み
、
自
ら
の
教
養
の
基
礎
と

し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
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問
6　
【
文
章
Ⅱ
】の

で
囲
ま
れ
た〈
コ
ラ
ム
〉の
文
中
に
一
箇
所
誤
っ
た
箇
所
が
あ
る
。
そ
の
誤
っ
た
箇
所
を
次
の
Ａ
群
の
1
〜
3
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
び
、
正
し
く
改
め
た
も
の
を
後
の
Ｂ
群
の
1
〜
6
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

8

・

9

。

Ａ
群　
　

8

1　
文
王
と
の
出
会
い
が
釣
り
で
あ
っ
た

2　
釣
り
人
の
こ
と
を「
太
公
望
」と
言
い
ま
す

3　
西
伯
が
望
ん
だ
人
物
だ
っ
た
か
ら

Ｂ
群　
　

9

1　
文
王
が
卜う
ら
ない
を
し
て
い
る
時
に
出
会
っ
た

2　
文
王
が
釣
り
を
し
て
い
る
時
に
出
会
っ
た

3　
釣
り
に
よ
っ
て
出
世
し
よ
う
と
す
る
人
の
こ
と
を「
太
公
望
」と
言
い
ま
す

4　
釣
り
場
で
出
会
っ
た
友
の
こ
と
を「
太
公
望
」と
言
い
ま
す

5　
西
伯
の
先
君
太
公
が
望
ん
だ
人
物
だ
っ
た
か
ら

6　
西
伯
の
先
君
太
公
が
望
ん
だ
子
孫
だ
っ
た
か
ら
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問
7　
【
文
章
Ⅱ
】の
傍
線
部
Ｃ「
佐
藤
一
斎
の
漢
詩
は
、【
文
章
Ⅰ
】と
は
異
な
る
太
公
望
の
姿
を
描
き
ま
し
た
。」と
あ
る
が
、
佐
藤
一
斎
の
漢
詩
か
ら

う
か
が
え
る
太
公
望
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
6
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

10

。

1　
第
一
句「
謬
り
て
」は
、
文
王
の
た
め
に
十
分
に
活
躍
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
太
公
望
の
控
え
め
な
態
度
を
表
現
し
て
い
る
。

2　
第
一
句「
謬
り
て
」は
、
文
王
の
補
佐
役
に
な
っ
て
殷
を
討
伐
し
た
後
の
太
公
望
の
む
な
し
さ
を
表
現
し
て
い
る
。

3　
第
二
句「
心
と
違
ふ
」は
、
文
王
に
見
い
だ
さ
れ
な
け
れ
ば
、
こ
の
ま
ま
釣
り
を
す
る
だ
け
の
生
活
で
終
わ
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
太

公
望
の
回
想
を
表
現
し
て
い
る
。

4　
第
二
句「
心
と
違
ふ
」は
、
殷
の
勢
威
に
対
抗
す
る
た
め
に
文
王
の
補
佐
役
と
な
っ
た
が
、
そ
の
後
の
待
遇
に
対
す
る
太
公
望
の
不
満
を
表

現
し
て
い
る
。

5　
第
四
句「
夢
」は
、
本
来
は
釣
磯
で
釣
り
を
楽
し
ん
で
い
た
か
っ
た
と
い
う
太
公
望
の
望
み
を
表
現
し
て
い
る
。

6　
第
四
句「
夢
」は
、
文
王
の
覇
業
が
成
就
し
た
今
、
か
な
う
こ
と
な
ら
故
郷
の
磻
渓
の
領
主
に
な
り
た
い
と
い
う
太
公
望
の
願
い
を
表
現
し

て
い
る
。


