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を
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こ
の
文
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哀
公
の
治
め
る
魯
と
い
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国
の
政
治

季
氏
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い
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権
力
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意
見
が
言
え
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い
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こ
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を
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す
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現
代
語
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子
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魯
を
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晏
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魯
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何
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全
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氏
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考
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を
揃
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国
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人
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三
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を
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漢
文
読
解
の
コ
ツ 

注
釈
を
活
用
す
る 

・
今
回
の
漢
文

内
容
を
読
解
す
る
上
で
重
要
な
語
句
に
注
が
付

必
ず
確
認
し
て
読
解
に
活
か
し
ま
し

 

テ
ス
ト
・
受
験
に
使
え
て
得
点
が

す
る

ま
と
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３
選 

 

中
国
の
政
治
に
つ
い
て
知
る 

・
漢
文
は
政
治
に
ま
つ
わ
る
内
容
が
非
常
に
多

古
代
中
国
の
政
治
や
君
主
・
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下
に
つ
い
て
知

読

 

理
想
の

と
は
？
３
つ
の
条
件
を
理
解
し
よ
う
！ 

理
想
と
す
る

の
あ
り
方
と
は
？
２
つ
の
条
件 

補
足
す
る
能
力
を
身
に
つ
け
る 

・
漢
文
は
省
略
の
激
し
い
言
語

積
極
的
に
読
解
し
て
解
釈
し
て
い
く
必
要

 

漢
文
で
現
代
語
訳
す
る
際
は
補
足
を
し
よ
う
！ 
―

主
語
と
目
的
語
の
省
略
と
補
足 

上
下
関
係
が
存
在
す
る
漢
文
で
は
敬
意
の
補
足
を
し
よ
う
！ 

 

熟
語
力
を
身
に
つ
け
る 

一
語
で
読
む
と
分
か
り
づ
ら
い
漢
字

熟
語
で
考
え
る
と
意
味
が
分

 

熟
語
力
を
高
め
て
漢
文
を
読
め
る
よ
う
に
な
ろ
う
！ 

熟
語
の
種
類
の
解
説
付
き 

漢
文
読
解
に
お
い
て
重
要
な
熟
語 
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を
抑
え
て
得
点
力

 


