
 

 

 

 

高校 ３年生 

１学期中間考査 

 
十訓抄「成方といふ笛吹き」 

 

 

 

 

名前                        



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

 
 



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

次
の
文
章
を
読
ん
で
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。 

  

成
方
と
い
ふ
笛
吹
き
ア
あ
り
け
り
。
御
堂
入
道
殿
よ
り
大
丸
と
い
ふ
笛
を
賜
は
り
て
吹
き
け
り
。
め
で
た
き
も
の
な
れ
ば
、
伏
見
修
理
大
夫
俊
綱
朝
臣
欲
し
が
り
て
、 

「
千
石
に
買
は
む
。」 

と
あ
り
け
る
を
、
売
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
た
ば
か
り
て
使
ひ
を
や
り
て
、「
売
る
べ
き
の
由
言
ひ
け
り
。」
と
虚
言
を
言
ひ
つ
け
て
、
成
方
を
召
し
て
、

「
笛
得
さ
せ
む
と
言
ひ
け
る
、
本
意
な
り
。」 
と
よ
ろ
こ
び
て
、「
価
は
イ
乞
ふ
に
よ
る
べ
し
。」
と
て
、
「
た
だ
買
ひ
に
買
は
む
。
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
成
方
①
色
を
失
ひ

て
、「
②
さ
る
事
申
さ
ず
。」
と
言
ふ
。
こ
の
使
ひ
を
召
し
迎
へ
て
、
尋
ね
Ａ
ら
る
る
に
、「
ま
さ
し
く
申
し
候
ふ
。」
と
言
ふ
ほ
ど
に
、
俊
綱
大
き
に
怒
り
て
、「
人
を
欺
き

す
か
す
は
、
そ
の
咎
軽
か
ら
ぬ
事
な
り
。」 

と
て
、
雑
色
所
へ
下
し
て
、
木
馬
に
乗
せ
む
と
す
る
間
、
成
方
曰
は
く
、「
身
の
暇
を
給
は
り
て
、
こ
の
笛
を
持
ち
て
参
る 

Ｂ
べ
し
。」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
人
を
つ
け
て
つ
か
は
す
。
帰
り
来
て
、
腰
よ
り
笛
を
抜
き
出
で
て
言
ふ
や
う
、「
こ
の
ゆ
ゑ
に
こ
そ
、
③
か
か
る
目
は
見
れ
。
④
情
け
な
き

笛
な
り
。」
と
て
、
軒
の
も
と
に
下
り
て
、
石
を
取
り
て
、
灰
の
ご
と
く
に
打
ち
砕
き
つ
。
大
夫
、
笛
を
取
ら
Ｃ
む
と
思
ふ
心
の
深
さ
に
こ
そ
、
様
々
か
ま
へ
け
れ
、
今
は



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

ウ
言
ふ
か
ひ
な
け
れ
ば
、
戒
む
る
に
及
ば
ず
し
て
、
⑤
追
ひ
放
ち
に
け
り
。
後
に
聞
け
ば
、
あ
ら
ぬ
笛
を
大
丸
と
て
打
ち
砕
き
て
、
も
と
の
大
丸
は
さ
さ
い
な
く
吹
き
ゆ

き
け
れ
ば
、
大
夫
の
エ
を
こ
に
て
や
み
Ｄ
に
け
り
。
は
じ
め
は
、
⑥
ゆ
ゆ
し
く
は
や
り
ご
ち
た
り
け
れ
ど
、
⑦
つ
ひ
に
出
だ
し
ぬ
か
れ
に
け
り
。 

 

昔
、
趙
の
文
王
、
和
氏
が
璧
、
宝
と
せ
り
。
秦
の
昭
王
、
い
か
で
こ
の
玉
を
得
て
し
が
な
と
思
ひ
て
、
使
ひ
を
遣
は
し
て
、「
十
五
城
を
分
か
ち
て
、
玉
に
換
へ
ん
。」

と
聞
こ
ゆ
。
趙
王
、
大
き
に
嘆
き
驚
き
て
、
藺
相
如
を
使
ひ
と
し
て
、
玉
を
持
た
せ
て
秦
に
や
る
。
昭
王
、
う
ち
取
り
て
返
さ
む
と
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
謀
を
め
ぐ
ら
し

て
、「
潔
斎
の
人
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
こ
の
玉
を
取
る
こ
と
な
し
。
」
と
言
ひ
て
、
玉
を
請
ひ
取
り
て
の
ち
、
に
は
か
に
怒
れ
る
色
を
な
し
て
、
柱
を
に
ら
み
て
、
玉
を
う
ち

割
ら
む
と
す
。
時
に
秦
王
、
許
し
て
返
し
Ｅ
て
け
り
。
⑧
玉
を
こ
そ
砕
か
ね
ど
も
、
成
方
が
風
情
、
あ
ひ
似
た
り
。 

 

（『
十
訓
抄
』
よ
り
）  

 
 



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

問
一 

波
線
Ａ
～
Ｅ
の
助
動
詞
の
意
味
と
活
用
形
を
そ
れ
ぞ
れ
選
択
肢
よ
り
選
ん
で
答
え
よ
。
同
じ
記
号
を
二
度
以
上
用
い
て
も
よ
い
。 

 

Ａ
「
ら
る
る
」
【 

 
 
 
 

】 
 
 
 
 
 

Ｂ
「
べ
し
」【 

 
 
 
 

】 
 
 
 
 

Ｃ
「
む
」【 

 
 
 
 

】 

Ｄ
「
に
」【 

 
 
 
 

】 
 
 
 
 
 
 
 

Ｅ
「
て
」【 

 
 
 
 

】 

 

〈
選
択
肢
〉 

ア 

未
然
形 

 
 

イ 

連
用
形 

 
 

ウ 

終
止
形 

 
 

エ 

連
体
形 

 
 

オ 

已
然
形 

 
 

カ 

命
令
形 

 
 

キ 

打
消 

 
 
 

ク 

完
了 

 
 
 

ケ 

意
志 

 
 
 

コ 

婉
曲 

 
 
 

サ 

推
量 

 
 
 

シ 

当
然 

 
 

ス 

尊
敬 

 
 
 

セ 
受
身 

 
 
 

ソ 

断
定 

  

問
二 

二
重
傍
線
ア
～
エ
の
用
言
の
活
用
の
種
類
と
活
用
形
を
答
え
よ
。 

 

ア
「
あ
り
」 

活
用
の
種
類
【
ラ
行
変
格
活
用 

 
 

】 

活
用
形
【
連
用 

 
 
 
 

】
形 

 

イ
「
乞
ふ
」 

活
用
の
種
類
【
ハ
行
四
段
活
用 

 
 

】 

活
用
形
【
連
体 

 
 
 
 

】
形 

 

ウ
「
言
ふ
か
ひ
な
け
れ
」 

活
用
の
種
類
【
ク
活
用 

 
 

】 

活
用
形
【
已
然 

 
 
 
 

】
形 

 

エ
「
を
こ
に
」 

活
用
の
種
類
【
ナ
リ
活
用 

 
 

】 

活
用
形
【
連
用 

 
 
 
 

】
形 

      



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

問
三 

傍
線
①
「
色
を
失
ひ
て
」
と
あ
る
が
、
成
方
は
ど
の
様
な
状
態
か
。
三
十
字
以
内
の
現
代
語
で
説
明
せ
よ
。 

 
 

 
 

         

問
四 

傍
線
②
「
さ
る
事
」
の
具
体
的
内
容
を
、
解
答
欄
に
適
す
る
形
で
、
古
文
中
よ
り
五
字
以
内
で
書
き
抜
け
。 

  

【
笛
得
さ
せ
む 

 
 

 
 

】
と
言
っ
た
こ
と
。 

     

問
五 

傍
線
③
「
か
か
る
目
」
の
具
体
的
内
容
を
三
十
字
以
内
の
現
代
語
で
説
明
せ
よ
。 

        

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

 
問
六 

傍
線
④
「
情
け
な
き
笛
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
適
当
な
も
の
を
選
択
肢
よ
り
選
べ
。 

  

ア 
み
す
ぼ
ら
し
い
笛 

 

イ 
薄
情
な
笛 

 

ウ 

無
風
流
な
笛 

 

エ 

名
残
惜
し
い
笛 

 

オ 

恐
ろ
し
い
笛 

   

問
七 

（
１
）
傍
線
⑤
「
追
ひ
放
ち
に
け
り
」
と
あ
る
が
、
誰
が
誰
を
解
放
し
た
の
か
。
空
欄
に
適
語
を
書
け
。 

  

【
俊
綱 

 
 

】
が
【
成
方 

 
 
 

】
を
解
放
し
た
。 

     

（
２
）
解
放
し
た
理
由
を
三
十
字
以
内
の
現
代
語
で
説
明
せ
よ
。 

          

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

問
八 

傍
線
⑥
「
ゆ
ゆ
し
く
は
や
り
ご
ち
た
り
け
れ
ど
」
を
現
代
語
訳
せ
よ
。 

  
【
た
い
そ
う
勇
み
足
に
な
っ
て
［
い
き
り
立
っ
て
／
勢
い
込
ん
で
］
い
た
が 

 
 

 
 

 
 

】 

    

問
九 

傍
線
⑦
「
出
し
ぬ
か
れ
に
け
り
」
と
あ
る
が
、
成
方
は
ど
の
様
に
し
て
窮
地
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
現
代
語
で
簡
潔
に
説
明
せ
よ
。 

  

【
俊
綱
の
欲
し
が
っ
て
い
る
大
丸
を
打
ち
砕
い
た
よ
う
に
見
せ
か
け
た
。 

 
 

 
 

 
 

】 

    

問
十 

傍
線
⑧
「
玉
を
こ
そ
砕
か
ね
ど
も
、
成
方
が
風
情
、
あ
ひ
似
た
り
」
と
あ
る
が
、
成
方
と
藺
相
如
の
対
応
に
は
ど
の
様
な
共
通
点
が
あ
る
か
。
五
十
字
以
内
の
現
代
語
で
説
明
せ
よ
。 

             

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

 
 



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

次
の
文
章
を
読
ん
で
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。 

  

成
方
と
い
ふ
笛
吹
き
ア
あ
り
け
り
。
御
堂
入
道
殿
よ
り
大
丸
と
い
ふ
笛
を
賜
は
り
て
吹
き
け
り
。
め
で
た
き
も
の
な
れ
ば
、
伏
見
修
理
大
夫
俊
綱
朝
臣
欲
し
が
り
て
、 

「
千
石
に
買
は
む
。」 

と
あ
り
け
る
を
、
売
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
た
ば
か
り
て
使
ひ
を
や
り
て
、「
売
る
べ
き
の
由
言
ひ
け
り
。」
と
虚
言
を
言
ひ
つ
け
て
、
成
方
を
召
し
て
、

「
笛
得
さ
せ
む
と
言
ひ
け
る
、
本
意
な
り
。」 
と
よ
ろ
こ
び
て
、「
価
は
イ
乞
ふ
に
よ
る
べ
し
。」
と
て
、
「
た
だ
買
ひ
に
買
は
む
。
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
成
方
①
色
を
失
ひ

て
、「
②
さ
る
事
申
さ
ず
。」
と
言
ふ
。
こ
の
使
ひ
を
召
し
迎
へ
て
、
尋
ね
Ａ
ら
る
る
に
、「
ま
さ
し
く
申
し
候
ふ
。」
と
言
ふ
ほ
ど
に
、
俊
綱
大
き
に
怒
り
て
、「
人
を
欺
き

す
か
す
は
、
そ
の
咎
軽
か
ら
ぬ
事
な
り
。」 

と
て
、
雑
色
所
へ
下
し
て
、
木
馬
に
乗
せ
む
と
す
る
間
、
成
方
曰
は
く
、「
身
の
暇
を
給
は
り
て
、
こ
の
笛
を
持
ち
て
参
る 

Ｂ
べ
し
。」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
人
を
つ
け
て
つ
か
は
す
。
帰
り
来
て
、
腰
よ
り
笛
を
抜
き
出
で
て
言
ふ
や
う
、「
こ
の
ゆ
ゑ
に
こ
そ
、
③
か
か
る
目
は
見
れ
。
④
情
け
な
き

笛
な
り
。」
と
て
、
軒
の
も
と
に
下
り
て
、
石
を
取
り
て
、
灰
の
ご
と
く
に
打
ち
砕
き
つ
。
大
夫
、
笛
を
取
ら
Ｃ
む
と
思
ふ
心
の
深
さ
に
こ
そ
、
様
々
か
ま
へ
け
れ
、
今
は



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

ウ
言
ふ
か
ひ
な
け
れ
ば
、
戒
む
る
に
及
ば
ず
し
て
、
⑤
追
ひ
放
ち
に
け
り
。
後
に
聞
け
ば
、
あ
ら
ぬ
笛
を
大
丸
と
て
打
ち
砕
き
て
、
も
と
の
大
丸
は
さ
さ
い
な
く
吹
き
ゆ

き
け
れ
ば
、
大
夫
の
エ
を
こ
に
て
や
み
Ｄ
に
け
り
。
は
じ
め
は
、
⑥
ゆ
ゆ
し
く
は
や
り
ご
ち
た
り
け
れ
ど
、
⑦
つ
ひ
に
出
だ
し
ぬ
か
れ
に
け
り
。 

 

昔
、
趙
の
文
王
、
和
氏
が
璧
、
宝
と
せ
り
。
秦
の
昭
王
、
い
か
で
こ
の
玉
を
得
て
し
が
な
と
思
ひ
て
、
使
ひ
を
遣
は
し
て
、「
十
五
城
を
分
か
ち
て
、
玉
に
換
へ
ん
。」

と
聞
こ
ゆ
。
趙
王
、
大
き
に
嘆
き
驚
き
て
、
藺
相
如
を
使
ひ
と
し
て
、
玉
を
持
た
せ
て
秦
に
や
る
。
昭
王
、
う
ち
取
り
て
返
さ
む
と
も
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
謀
を
め
ぐ
ら
し

て
、「
潔
斎
の
人
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
こ
の
玉
を
取
る
こ
と
な
し
。
」
と
言
ひ
て
、
玉
を
請
ひ
取
り
て
の
ち
、
に
は
か
に
怒
れ
る
色
を
な
し
て
、
柱
を
に
ら
み
て
、
玉
を
う
ち

割
ら
む
と
す
。
時
に
秦
王
、
許
し
て
返
し
Ｅ
て
け
り
。
⑧
玉
を
こ
そ
砕
か
ね
ど
も
、
成
方
が
風
情
、
あ
ひ
似
た
り
。 

 

（『
十
訓
抄
』
よ
り
）  

 
 



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

問
一 

波
線
Ａ
～
Ｅ
の
助
動
詞
の
意
味
と
活
用
形
を
そ
れ
ぞ
れ
選
択
肢
よ
り
選
ん
で
答
え
よ
。
同
じ
記
号
を
二
度
以
上
用
い
て
も
よ
い
。 

 

Ａ
「
ら
る
る
」
【
ス
・
エ
】 

 
 
 
 
 

Ｂ
「
べ
し
」
【
ケ
・
ウ
】 

 
 
 
 

Ｃ
「
む
」【
ケ
・
ウ
】 

Ｄ
「
に
」【
ク
・
イ
】 

 
 
 
 

 
 
 

Ｅ
「
て
」【
ク
・
イ
】 

 

〈
選
択
肢
〉 

ア 

未
然
形 

 
 

イ 

連
用
形 

 
 

ウ 

終
止
形 

 
 

エ 

連
体
形 

 
 

オ 

已
然
形 

 
 

カ 

命
令
形 

 
 

キ 

打
消 

 
 
 

ク 

完
了 

 
 
 

ケ 

意
志 

 
 
 

コ 

婉
曲 

 
 
 

サ 

推
量 

 
 
 

シ 

当
然 

 
 

ス 

尊
敬 

 
 
 

セ 
受
身 

 
 
 

ソ 

断
定 

  

問
二 

二
重
傍
線
ア
～
エ
の
用
言
の
活
用
の
種
類
と
活
用
形
を
答
え
よ
。 

 

ア
「
あ
り
」 

活
用
の
種
類
【
ラ
行
変
格
活
用 

 
 

】 

活
用
形
【
連
用 

 
 
 
 

】
形 

 

イ
「
乞
ふ
」 

活
用
の
種
類
【
ハ
行
四
段
活
用 

 
 

】 

活
用
形
【
連
体 

 
 
 
 

】
形 

 

ウ
「
言
ふ
か
ひ
な
け
れ
」 

活
用
の
種
類
【
ク
活
用 

 
 

】 

活
用
形
【
已
然 

 
 
 
 

】
形 

 

エ
「
を
こ
に
」 

活
用
の
種
類
【
ナ
リ
活
用 

 
 

】 

活
用
形
【
連
用 

 
 
 
 

】
形 

      



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

問
三 

傍
線
①
「
色
を
失
ひ
て
」
と
あ
る
が
、
成
方
は
ど
の
様
な
状
態
か
。
三
十
字
以
内
の
現
代
語
で
説
明
せ
よ
。 

 
 

 
 

     

笛
を
買
う
と
い
う
俊
綱
の
言
葉
に
驚
き
、
血
の
気
が
引
い
て
い
る
様
子
。（
二
十
八
字
） 

   

問
四 

傍
線
②
「
さ
る
事
」
の
具
体
的
内
容
を
、
解
答
欄
に
適
す
る
形
で
、
古
文
中
よ
り
五
字
以
内
で
書
き
抜
け
。 

  

【
笛
得
さ
せ
む 

 
 

 
 

】
と
言
っ
た
こ
と
。 

   

問
五 

傍
線
③
「
か
か
る
目
」
の
具
体
的
内
容
を
三
十
字
以
内
の
現
代
語
で
説
明
せ
よ
。 

       

俊
綱
の
言
い
が
か
り
に
よ
り
無
実
の
罪
で
拷
問
さ
れ
そ
う
に
な
る
こ
と
。（
二
十
八
字
） 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

 
問
六 

傍
線
④
「
情
け
な
き
笛
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
適
当
な
も
の
を
選
択
肢
よ
り
選
べ
。 

  

ア 
み
す
ぼ
ら
し
い
笛 

 

イ 
薄
情
な
笛 

 

ウ 

無
風
流
な
笛 

 

エ 

名
残
惜
し
い
笛 

 

オ 

恐
ろ
し
い
笛 

   

問
七 

（
１
）
傍
線
⑤
「
追
ひ
放
ち
に
け
り
」
と
あ
る
が
、
誰
が
誰
を
解
放
し
た
の
か
。
空
欄
に
適
語
を
書
け
。 

  

【
俊
綱 

 
 

】
が
【
成
方 

 
 
 

】
を
解
放
し
た
。 

   

（
２
）
解
放
し
た
理
由
を
三
十
字
以
内
の
現
代
語
で
説
明
せ
よ
。 

       

笛
が
手
に
入
ら
な
い
以
上
、
も
は
や
成
方
を
罰
す
る
必
要
が
な
い
た
め
。（
二
十
八
字
） 

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



『十訓抄』成方といふ笛吹き 

問
八 

傍
線
⑥
「
ゆ
ゆ
し
く
は
や
り
ご
ち
た
り
け
れ
ど
」
を
現
代
語
訳
せ
よ
。 

  
【
た
い
そ
う
勇
み
足
に
な
っ
て
［
い
き
り
立
っ
て
／
勢
い
込
ん
で
］
い
た
が 

 
 

 
 

 
 

】 

   

問
九 

傍
線
⑦
「
出
し
ぬ
か
れ
に
け
り
」
と
あ
る
が
、
成
方
は
ど
の
様
に
し
て
窮
地
を
脱
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。
現
代
語
で
簡
潔
に
説
明
せ
よ
。 

  

【
俊
綱
の
欲
し
が
っ
て
い
る
大
丸
を
打
ち
砕
い
た
よ
う
に
見
せ
か
け
た
。 

 
 

 
 

 
 

】 

   

問
十 

傍
線
⑧
「
玉
を
こ
そ
砕
か
ね
ど
も
、
成
方
が
風
情
、
あ
ひ
似
た
り
」
と
あ
る
が
、
成
方
と
藺
相
如
の
対
応
に
は
ど
の
様
な
共
通
点
が
あ
る
か
。
五
十
字
以
内
の
現
代
語
で
説
明
せ
よ
。 

             

宝
を
強
引
に
奪
お
う
と
す
る
相
手
に
対
し
、
宝
そ
の
も
の
を
破
壊
し
よ
う
と
見
せ
か
け
る
こ
と
で
、
宝
を
無
傷
で
守
り
抜
い
た
点
。（
五
十
字
） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

 

 

 


