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読
解
の
コ
ツ
―
「
紅
鯉
」（
丘
修
三
）
の
一
文
を
読
む

こ
ん
な
文
学
教
材

た

見つ
け

！

●第１回●

京
都
教
育
大
学
　
寺
田
　
守

読
解
の
落
と
し
穴

　

文
学
教
材
の
読
解
の
方
法
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。

小
学
校
六
年
生
教
材
「
紅
鯉
」
を
例
に
と
っ
て
説
明

す
る
。「
紅
鯉
」
は
、
丘
修
三
の
郷
里
熊
本
を
舞
台

と
し
た
短
編
集
『
少
年
の
日
々
』
に
収
め
ら
れ
て
い

る
。「
紅
鯉
」
の
中
に
次
の
よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

そ
れ
か
ら
、
や
お
ら
右
手
で
あ
み
を
構
え
る
と
、

ぼ
く
よ
り
は
る
か
に
し
ん
ち
ょ
う
に
手
早
く
、
も

の
下
を
さ
ぐ
っ
た
。

　
「
や
お
ら
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
、
お
じ
さ

ん
が
落
ち
着
い
て
ゆ
っ
く
り
と
あ
み
を
構
え
始
め
た

こ
と
が
わ
か
る
。
お
も
む
ろ
に
、
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味

で
あ
り
、
急
に
、
勢
い
よ
く
、
唐
突
に
構
え
た
の
で

は
な
い
。「
や
お
ら
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
こ
と
で
、

お
じ
さ
ん
の
手
慣
れ
た
様
子
が
わ
か
る
。
ま
た
、「
は

る
か
に
」
と
あ
り
、
ぼ
く
も
注
意
深
く
藻
の
下
に
手

を
つ
っ
こ
ん
で
い
た
の
だ
が
、
お
じ
さ
ん
は
そ
れ
よ

り
も
さ
ら
に
慎
重
に
手
早
く
動
作
を
行
っ
た
。「
は

る
か
に
」
と
あ
る
こ
と
で
、
ぼ
く
と
は
同
じ
動
作
で

も
甚
だ
し
い
違
い
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
て
い
る
。「
は

る
か
に
」
と
判
断
し
て
い
る
の
は
「
ぼ
く
」
な
の
で
、

「
ぼ
く
」
が
お
じ
さ
ん
の
手
際
の
良
さ
を
認
め
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
う
い
っ
た
副
詞
や
形
容
動
詞
は
、
言
葉
を
削
除

し
て
も
文
の
大
意
が
変
わ
ら
な
い
た
め
、
読
み
飛
ば

し
て
し
ま
い
や
す
い
。「
や
お
ら
」
や
「
は
る
か
に
」

を
削
除
し
て
も
、
私
た
ち
は
、
あ
る
い
は
同
じ
意
味

だ
と
理
解
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
読
み
飛
ば

し
て
し
ま
い
が
ち
な
言
葉
の
意
味
こ
そ
が
、
読
解
に

お
い
て
重
要
な
手
が
か
り
と
な
る
。

一
文
か
ら
意
味
を
紡
ぎ
出
す
コ
ツ

　

で
は
、
読
み
飛
ば
し
て
し
ま
い
が
ち
な
言
葉
の
意

味
を
理
解
す
る
に
は
、
ど
の
よ
う
に
読
む
と
よ
い
の

だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
四
つ
の
コ
ツ
が

有
効
で
あ
る
。

コ
ツ
一　

言
葉
の
削
除
に
よ
る
意
味
の
変
化
（
こ
の

言
葉
が
あ
る
の
と
な
い
の
と
で
は
、
意
味
が
ど
の
よ

う
に
変
わ
り
ま
す
か
。）

コ
ツ
二　

類
義
語
へ
の
置
き
換
え
に
よ
る
意
味
の
変

化
（
Ａ
と
Ｂ
と
で
は
意
味
が
ど
の
よ
う
に
変
わ
り
ま

す
か
。）

コ
ツ
三　

動
作
化
・
映
像
化
に
よ
る
意
味
理
解
（
今

こ
こ
で
し
て
み
て
ご
ら
ん
。
ど
う
い
う
光
景
か
思
い

浮
か
べ
て
ご
ら
ん
。）

コ
ツ
四　

自
分
の
経
験
と
の
関
連
づ
け
に
よ
る
意
味

づ
け
（
こ
れ
と
似
た
経
験
は
あ
り
ま
す
か
。）

　
「
紅
鯉
」
の
一
文
で
説
明
し
て
み
る
。

ぼ
く
は
幸
運
に
舌
な
め
ず
り
し
な
が
ら
、
さ
り
げ

な
い
ふ
う
を
よ
そ
お
い
、
コ
イ
に
気
づ
か
れ
な
い

よ
う
に
静
か
に
川
に
下
り
た
。

　
「
幸
運
に
」
と
あ
る
の
で
、
紅
色
の
コ
イ
の
発
見

を
幸
運
だ
と
考
え
て
い
る
。
コ
イ
を
見
つ
け
た
こ
と

も
幸
運
だ
が
、上
流
に
も
下
流
に
も
人
が
い
る
の
に
、

誰
も
気
づ
い
て
い
な
い
こ
と
も
幸
運
で
あ
る
（
コ
ツ

一
）。「
舌
な
め
ず
り
し
な
が
ら
」
と
あ
る
が
、
ペ
コ

ち
ゃ
ん
の
よ
う
に
本
当
に
舌
な
め
ず
り
を
し
て
い
る
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た
の
だ
ろ
う
か
？　

丁
寧
に
状
況
を
説
明
し
た
と
し

て
も
、
ま
わ
り
の
人
た
ち
は
信
じ
て
く
れ
な
か
っ
た

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、重
要
な
こ
と
は
、「
ぼ
く
」

が
、説
明
を
し
て
、そ
れ
で
も
信
じ
て
も
ら
え
な
か
っ

た
の
で
な
く
、
何
を
言
っ
て
も
無
駄
だ
と
あ
き
ら
め

て
い
た
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
信
じ
て
も
ら
え
な
い

と
い
う
結
果
だ
け
を
と
れ
ば
同
じ
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
と
し
て
は
全

く
意
味
が
異
な
っ
て
く
る
。
詳
し
く
説
明
し
て
い
れ

ば
、
ひ
ろ
し
や
青
年
は
信
じ
て
く
れ
た
か
も
し
れ
な

い
。「
ぼ
く
」
の
気
持
ち
も
理
解
し
て
く
れ
た
か
も

し
れ
な
い
。
だ
が
、「
ぼ
く
」
は
そ
う
せ
ず
、
全
て

が
幸
運
に
も
解
決
し
た
あ
と
で
、
ひ
ろ
し
を
に
ら
み

つ
け
る
こ
と
し
か
で
き
な
か
っ
た
。

　

す
べ
て
の
文
学
教
材
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
（
意
思
疎
通
）
の
形
が
描
か
れ
て
い
る
。
気
持
ち

だ
け
で
な
く
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
を
理
解

し
、
言
語
化
し
て
い
く
こ
と
が
、
こ
れ
か
ら
の
文
学

の
授
業
で
は
大
切
で
あ
る
。
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て
ら
だ
　
ま
も
る 

京
都
教
育
大
学
准
教
授
。
専
門
は
読
む

こ
と
の
学
習
指
導
研
究
（
文
学
）。
現
在
は
小
グ
ル
ー
プ
の
読

書
を
活
用
し
た
学
習
活
動
の
開
発
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

て
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
「
紅
鯉
」
に
次
の

よ
う
な
一
文
が
あ
る
。

ぼ
く
は
く
ち
び
る
を
か
ん
で
、
お
じ
さ
ん
を
に
ら

み
つ
け
る
よ
り
ほ
か
な
か
っ
た
。

　
「
く
ち
び
る
を
か
ん
で
」
と
あ
り
、
悔
し
さ
を
堪

え
て
い
る
。
実
際
に
く
ち
び
る
を
か
ん
で
み
る
と
、

表
情
か
ら
相
手
に
悔
し
さ
が
伝
わ
る
。「
に
ら
み
つ

け
る
」
と
あ
り
、
お
じ
さ
ん
へ
の
怒
り
を
目
で
表
し

て
い
る
。
に
ら
み
つ
け
る
目
つ
き
を
す
る
と
、
相
手

に
怒
り
が
伝
わ
る
。「
ぼ
く
」
は
激
し
い
悔
し
さ
と

怒
り
と
を
お
じ
さ
ん
に
無
言
で
伝
え
て
い
る
。「
よ

り
ほ
か
な
か
っ
た
」
と
あ
る
の
で
、
紅
鯉
を
見
た
の

は
「
ぼ
く
」
一
人
で
あ
り
、
確
か
に
い
る
と
い
う
証

拠
も
示
せ
な
い
の
で
、
何
を
言
っ
て
も
信
じ
て
も
ら

え
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
あ
き
ら
め
が
あ
る
。
い
つ
も

言
葉
で
説
明
す
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
い
る
。

　
「
紅
鯉
」
で
、
わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
も
ど
か
し

さ
に
打
ち
の
め
さ
れ
た
「
ぼ
く
」
の
経
験
は
、
不
幸

な
出
来
事
だ
っ
た
。
窮
地
に
追
い
込
ま
れ
た「
ぼ
く
」

を
救
っ
た
の
は
、
た
ま
た
ま
や
っ
て
き
た
ひ
げ
づ
ら

の
お
じ
さ
ん
と
、
手
ぬ
ぐ
い
の
お
ば
さ
ん
だ
っ
た
。

疑
わ
れ
た
こ
と
が
不
幸
な
出
来
事
だ
っ
た
と
す
れ

ば
、
救
わ
れ
、
理
解
さ
れ
た
こ
と
も
た
ま
た
ま
の
幸

運
な
出
来
事
だ
っ
た
。

　

で
は
窮
地
を
自
分
の
手
で
解
決
す
る
こ
と
は
で
き

の
で
な
く
、心
の
中
で
し
め
し
め
と
思
っ
て
い
る（
コ

ツ
三
）。「
わ
く
わ
く
」
や
「
胸
を
は
ず
ま
せ
て
」
に

置
き
換
え
て
比
べ
て
み
る
と
、「
舌
な
め
ず
り
を
し

な
が
ら
」
か
ら
は
獲
物
を
狙
う
野
性
的
な
興
奮
が
わ

か
る（
コ
ツ
二
）。「
さ
り
げ
な
い
ふ
う
を
よ
そ
お
い
」

と
あ
る
が
、
上
流
や
下
流
に
い
る
人
に
気
づ
か
れ
て

コ
イ
を
横
取
り
さ
れ
な
い
為
の
さ
り
げ
な
さ
で
あ

り
、コ
イ
に
気
づ
か
れ
な
い
為
で
は
な
い
。（
コ
ツ
一
）

「
よ
そ
お
い
」
と
あ
る
の
で
、
意
図
的
に
演
じ
て
い

る
（
コ
ツ
一
）。
視
線
を
固
定
し
た
り
、
身
を
か
が

め
た
り
し
て
コ
イ
を
見
つ
け
た
と
ば
れ
な
い
よ
う
に

気
を
つ
け
た
（
コ
ツ
三
）。
コ
イ
に
対
し
て
は
、「
静

か
に
」
と
あ
り
、
ゆ
っ
く
り
と
、
音
や
波
を
立
て
な

い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
川
に
下
り
た
。（
コ
ツ
一
）

道
に
百
円
玉
が
落
ち
て
い
る
の
を
見
つ
け
た
と
き
、

私
た
ち
は
幸
運
に
舌
な
め
ず
り
し
な
が
ら
、
同
時
に

さ
り
げ
な
い
ふ
う
を
よ
そ
お
う
だ
ろ
う
。
拾
っ
た
お

金
は
交
番
に
届
け
よ
う
。（
コ
ツ
四
）

　

四
つ
の
コ
ツ
を
使
っ
て
読
む
こ
と
で
、
読
み
飛
ば

し
て
し
ま
い
が
ち
な
言
葉
の
意
味
を
、
ぐ
っ
と
理
解

で
き
る
よ
う
に
な
る
。

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
形
を
考
え
る
解
釈
へ

　

私
は
、
学
習
者
の
言
葉
の
理
解
を
深
め
た
い
、
そ

の
た
め
に
国
語
の
授
業
で
言
葉
の
話
を
し
た
い
、
と

考
え
て
い
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
一
文
の
意
味
を
紡

ぎ
出
す
解
釈
の
先
に
、
ど
の
よ
う
な
価
値
目
標
を
立
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