
★
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
雪
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
や
、
雪
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
、
二
百
字
以
内
の
文
で
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
】

　
①
雪
に
ま
つ
わ
る
思
い
出
を
あ
げ
、
そ
の
と
き
の
様
子
や
自
分
の
気
持
ち
を
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
②
雪
に
対
す
る
イ
メ
ー
ジ
を
自
由
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

Vol.3- 雪は天からの手紙

読
解
基
礎
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
シ
ー
ト
　
作
文
講
座
①
／
雪
は
天
か
ら
の
手
紙

6

　雪の結晶は上空で水蒸気を含む空気が結びついて固まることでできます。水蒸気が規
き そ く

則的に結びつき
固まることで結晶となります。雪はこの結晶が空からふってきたものです。 
　雪は白く見えますが無色透

とう
明
めい

な水蒸気が固まったものなので色はありません。光を反
はんしゃ

射しているため
白くみえます。 
　雪の結晶の基本の形は六角形です。四角形や五角形、八角形のものはありません。すべて六角形にな
る理由はちょっとむずかしいのでここでは説明しませんが、雪の結晶が六角形であることは覚えておい
て下さい。 

１
．
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
以
下
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。 

　「
雪
は
天
か
ら
の
手
紙
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
世
界
で
初
め
て
人
工
的
に
雪
の
結け
っ
し
ょ
う晶
を
作
る
こ
と
に
成
功
し
た

中な
か
や
う
谷
宇
吉き
ち
ろ
う郎
と
い
う
科
学
者
の
言
葉
で
す
。
雪
は
紙
で
は
な
い
し
、
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
な

の
に
、
な
ぜ
手
紙
だ
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。 

　
雪
は
高
い
空
の
水す
い
じ
ょ
う
き

蒸
気
が
こ
お
っ
て
結
晶
に
な
っ
た
も
の
で
す
が
、
雪
に
な
る
時
の
水
蒸
気
の
量
、
地
表
か
ら
の
高
さ
、
風

の
強
さ
、
温
度
や
湿し

つ
ど度

な
ど
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、
結
晶
の
形
が
か
わ
り
ま
す
。
空
か
ら
ふ
っ
て
き
た
雪
の
結
晶
を
調
べ
る
こ

と
で
、
高
い
空
で
ど
の
よ
う
に
し
て
雪
の
結
晶
が
固
ま
っ
た
の
か
が
わ
か
る
の
で
す
。
雪
に
ふ
れ
る
機
会
が
あ
っ
た
ら
ぜ
ひ
雪

の
観
察
を
し
て
み
て
下
さ
い
。
高
い
空
か
ら
ふ
っ
て
き
た
雪
が
、
あ
な
た
に
何
か
を
伝
え
て
く
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

⑴�

雪
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
、〔
　
　
〕
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
書
き
ま
し
ょ
う
。�

雪
は
高
い
空
の
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
結
晶
に
な
っ
た
も
の
。 

⑵�

結
晶
の
形
が
変
わ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
で
す
か
、〔
　
　
〕
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
書
き
ま
し
ょ
う
。�

水
蒸
気
の
量
、
地
表
か
ら
の
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
〕、
風
の
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
〕、

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
や
湿
度
な
ど
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
、
結
晶
の
形
が
か
わ
り
ま
す
。

3 ❸ 1

読
解
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礎
ト
レ
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シ
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か
ら
の
手
紙
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⑶�

あ
な
た
が
イ
メ
ー
ジ
し
た
雪
の
結
晶
を
絵
に
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

２
．
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
以
下
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。 

　
雪
に
も
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
重
く
て
し
め
っ

た
ボ
タ
ン
雪
、
軽
く
て
さ
ら
さ
ら
し
た
粉
雪
、
丸
い
つ
ぶ
の
形
の
粒つ

ぶ
雪ゆ

き
、
ふ
わ
ふ
わ
し
た

綿わ
た

雪ゆ
き

な
ど
、
雪
国
で
は
他
に
も
色
々
な
よ
び
名
の
雪
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
雪
の

結け
っ
し
ょ
う晶

の
形
に
も
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
り
、
見
く
ら
べ
て
み
る
と
と
て
も
美
し
く
、
見

あ
き
な
い
も
の
で
す
。 

　
中
谷
宇
吉
郎
は
「
空
か
ら
ふ
っ
て
き
た
雪
の
結
晶
を
地
上
で
受
け
と
っ
て
み
る
と
、
結

晶
が
空
の
様
子
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
だ
」
と
感
じ
、
雪
の
結
晶
を
写
真
で
集
め
て

研
究
し
た
の
で
す
。「
雪
は
天
か
ら
の
手
紙
」
と
は
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
言
葉
で
す
が
、
実

は
科
学
的
な
言
葉
で
も
あ
る
の
で
す
ね
。 

⑴�〔
　
　
〕
に
あ
て
は
ま
る
雪
の
種
類
を
書
き
ま
し
ょ
う
。

重
く
て
し
め
っ
た〔
　
　
　
　
　
　
　
　
〕、軽
く
て
さ
ら
さ
ら
し
た〔
　
　
　
　
　
　
〕、

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
の
形
の
粒つ

ぶ
雪ゆ

き
、〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
綿わ

た
雪ゆ

き 

⑵�

中
野
宇
吉
郎
は
、
結け

っ
し
ょ
う晶
が
何
を
教
え
て
く
れ
る
よ
う
だ
と
感
じ
ま
し
た
か
。〔
　
　
〕

に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
書
き
ま
し
ょ
う
。�

空
か
ら
ふ
っ
て
き
た
雪
の
結
晶
を
地
上
で
受
け
と
っ
て
み
る
と
、
結
晶
が

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
よ
う
だ
と
感
じ
た
。 

〈
関
連
学
習
〉

い
ろ
い
ろ
な
雪
の
結
晶
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

3❸ 2



★
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
な
た
が
間
違
え
て
読
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
や
、
言
い
間
違
え
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
か
ん
ち
が
い
を
し
て

い
た
こ
と
な
ど
を
、
二
百
字
以
内
の
文
で
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

【
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
】

　
①
間
違
え
て
読
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
や
、
言
い
間
違
え
た
こ
と
、
勘
違
い
を
し
て
い
た
こ
と
な
ど
を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
②
そ
の
と
き
、
周
り
に
い
た
人
（
友
達
や
家
族
）
の
反
応
や
、
あ
な
た
が
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
っ
た
か
を
ま
と
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

Vol.3- 読み間違い

読
解
基
礎
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
シ
ー
ト
　
作
文
講
座
②
／
読
み
間
違
い
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3❹ 1

　あだ名（ニックネーム）：本名以外に親しみをこめて相手をよぶ時につかう名前のひとつ。

「理」を「おさ（める）」や名前で使われる「おさむ」、「ことわり」とも読みます。

「 狸
たぬき

」は犭（けものへん）＋里です。「犭」はけもの（肉食の動物）が獲
え も の

物におそいかかるすがたを表し
ています。人里でよく見かけるけものなので「狸」なのです。たぬきは昔話にもよく登場する動物ですね。

　魚＋里＝「鯉」は魚のコイです。からだにあるうろこがきれいにならんでいる様子から、このような
漢字になったといわれています。鯉

こい
は中国にある竜

りゅうもん
門という滝

たき
を登り、竜

りゅう
になるといわれていました。

５月５日の子どもの日（端
た ん ご

午の節
せ っ く

句）を祝う「こいのぼり」は鯉が竜になるように、立
り っ ぱ

派な人になって
ほしいという思いがこめられたものです。人里に身近にいる魚でもあり、里にいる魚で「鯉」とおぼえ
てもいいでしょう。

※漢字やことばの成り立ちや意味には他の説がある場合もあります。

１
．
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
以
下
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。 

　
あ
る
夜
遅お
そ
く
家
に
帰
っ
て
み
る
と
、
リ
ビ
ン
グ
の
テ
ー
ブ
ル
に
中
学
生
に
な
っ
た
長
男
の
学
年
通
信
が
お
い
て
あ
っ
た
の
で
、

手
に
取
っ
て
読
ん
で
み
る
こ
と
に
し
た
。
そ
の
学
年
通
信
の
タ
イ
ト
ル
が
「
狸
」
！
　
な
ぜ
「
た
ぬ
き
」
な
ん
だ
？
　
そ
う
い

え
ば
近
所
の
藪や

ぶ
に
た
ぬ
き
が
住
み
つ
い
て
い
る
と
話
題
に
な
っ
て
い
た
な
、そ
れ
と
も
担た
ん
に
ん任

の
先
生
の
あ
だ
名（
ニ
ッ
ク
ネ
ー
ム
）

な
の
か
、
な
ど
思
い
つ
つ
記
事
を
読
み
終
え
改
め
て
タ
イ
ト
ル
を
見
直
し
て
み
る
と
、「
狸
」
で
は
な
く
「
理
」
で
あ
っ
た
。
た

し
か
に
「
狸
」
と
「
理
」
の
字
は
形
が
に
て
い
る
。
さ
す
が
に
た
ぬ
き
じ
ゃ
な
い
よ
な
、な
る
ほ
ど
「
理
＝
こ
と
わ
り
」
か
。「
こ

と
わ
り
」
と
は
物
事
の
真
実
や
本
質
、
正
し
く
ま
ち
が
っ
て
い
な
い
も
の
な
ど
を
表
す
こ
と
ば
で
あ
り
、
学
年
通
信
の
タ
イ
ト

ル
に
ふ
さ
わ
し
い
。「
狸
（
た
ぬ
き
）」
と
つ
け
る
わ
け
が
な
い
だ
ろ
う
と
、自
分
の
読
み
ま
ち
が
い
に
気
が
つ
き
、お
か
し
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

⑴�

手
に
取
っ
て
読
ん
で
み
た
の
は
何
で
す
か
、〔
　
　
〕
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
書
き
ま
し
ょ
う
。�

〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
に
な
っ
た
長
男
の
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕 

⑵�「
狸
（
た
ぬ
き
）」
だ
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
２
つ
の
理
由
に
つ
い
て
〔
　
　
〕
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
を
書
き
ま
し
ょ
う
。�

①
近
所
の
藪や
ぶ
に
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〕
と
話
題
に
な
っ
て
い
た
。 

②
担た
ん
に
ん任
の
先
生
の
〔
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）　
〕
な
の
か
と
思
っ
た
。

読
解
基
礎
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
シ
ー
ト
❹
／
読
み
間
違
い

メモ



★
次
の
文
章
は　
『
奥
の
細
道
』
の
冒
頭
部
分
の
現
代
語
訳
と
そ
の
解
説
で
す
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
旅(

旅
行
に
）
ま
つ
わ
る
思
い

出
や
、
貴
重
な
体
験
・
感
動
し
た
こ
と
な
ど
を
、
二
百
字
以
内
の
文
で
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

Vol.3- 奥の細道

読
解
基
礎
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
シ
ー
ト
　
作
文
講
座
③
／
古
文
に
ふ
れ
る
⑥
奥
の
細
道

　
【
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
】

　
①
印
象
に
残
っ
て
い
る
旅
行
を
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。

　
②
ど
ん
な
旅
行
で
し
た
か
。（
旅
行
の
目
的
等
）

　
③
思
い
出
や
、
貴
重
な
体
験
・
感
動
し
た
こ
と
を

ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

　
④
そ
の
旅
行
が
も
た
ら
し
て
く
れ
た
こ
と
な
ど
を

考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

42
１
．
次
の
原
文
・
現
代
語
訳
・
解
説
を
よ
ん
で
、
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

︿
原
文
﹀

　
月
日
は
百は

く
た
い代

の
過か

か
く客

に
し
て
、　
行
き
交か

ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
。
　
船
の
上
に
生し

ょ
う

涯が
い

を
浮う

か
べ
、　
馬
の
口
と
ら
へ
て
老
い
を
迎む

か
う

ふ
る
者
は
、　
日
々
旅
に
し
て
旅
を
栖す

み
か

と

す
。

　
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
。
　
予よ

も
い
づ
れ
の
年
よ
り
か
、　
片へ

ん
雲う

ん
の
風
に
誘さ

そ
は

れ
て
、　
漂ひ

ょ
う
白は

く
の
思
ひ
や
ま
ず
、　
海か

い
ひ
ん浜
に
さ
す
ら
へ
、　
去こ

ぞ年
の
秋
、　
江こ

う
し
ょ
う上
の
破は

屋お
く
に

蜘く

も蛛
の
古
巣
を
は
ら
ひ
て
、
や
や
年
も
暮
れ
、　
春
立
て
る
霞か

す
み
の
空
に
、　
白し

ら
河か

わ
の
関
越こ

え
ん
と
、　
そ
ぞ
ろ
神
の
物
に
つ
き
て
心
を
狂
は
せ
、　
道ど

う
そ
じ
ん

祖
神
の
招ま

ね
き
に
あ
ひ
て
取
る
も

の
手
に
つ
か
ず
、　
股も

も
引ひ

き
の
破や

ぶ
れ
を
つ
づ
り
、　
笠か

さ
の
緒お

付
け
か
へ
て
、　
三さ

ん
里り

に
灸き

ゅ
う
す
ゆ

る
よ
り
、　
松
島
の
月
ま
づ
心
に
か
か
り
て
、　
住
め
る
方か

た
は
人
に
譲ゆ

ず
り
、
杉さ

ん
風ぷ

う
が
別
所
に

移う
つ

る
に
、　『
草
の
戸
も
　
住
み
替か

は
る
代よ

ぞ
　
雛ひ

な
の
家
』　
表お

も
て

八は
ち
く句

を
庵い

お
り

の
柱
に
掛か

け

置
く
。

︿
現
代
語
訳
﹀

　
月
日
は
永
遠
に
続
く
旅
の
よ
う
で
、
古
い
年
も
新
し
く
や
っ
て
く
る
年
も
ま
た
旅
人
と

同
じ
で
あ
る
。
船
の
上
で
生し

ょ
う

涯が
い

を
過
ご
す
船
乗
り
や
、
馬う

ま
び
き引

と
し
て
年
を
と
っ
て
い
く

人
は
、
毎
日
が
旅
で
あ
っ
て
旅
を
住
み
か
と
し
て
い
る
。

　
昔
の
人
も
、
多
く
の
人
が
旅
を
し
、
そ
こ
で
亡な

く
な
っ
て
い
る
。
私
も
い
つ
の
こ
ろ
か

ら
か
、
一い

っ
片ぺ

ん
の
雲
が
風
に
流
さ
れ
る
よ
う
に
、
漂ひ

ょ
う

泊は
く

の
旅
を
し
た
い
気
持
ち
を
お
さ
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、
海
辺
を
さ
す
ら
い
、
去
年
の
秋
に
川
の
ほ
と
り
の
古
い
家
に
戻
り
ク

モ
の
巣
を
は
ら
い
、
腰こ

し
を
落
ち
着
け
た
が
、
年
も
く
れ
春
の
よ
う
な
霞か

す
み
の
空
を
見
る
と
、

「
白
河
の
関
を
こ
え
た
い
」
と
、
そ
ぞ
ろ
の
神
が
取
り
つ
い
て
気
持
ち
を
お
さ
え
る
こ
と

3⓴ 1

読
解
基
礎
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
シ
ー
ト
⓴
／
古
文
に
ふ
れ
る
⑥
　
奥お

く
の
細
道

が
で
き
ず
、
道ど

う
そ
じ
ん

祖
神
が
私
を
招
い
て
い
る
よ
う
で
な
に
も
手
に
つ
か
な
い
気
持
ち
に
な
っ

た
。
も
も
引
き
の
破
れ
て
い
る
の
を
つ
く
ろ
い
、
笠か

さ
の
ひ
も
を
付
け
替
え
て
、
三
里
（
足

の
つ
ぼ
）
に
お
灸き

ゅ
う
を
す
る
と
、
松
島
の
月
が
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
か
と
心
に
う
か

ん
だ
。
住
ん
で
い
た
家
は
人
に
譲ゆ

ず
り
、（
弟
子
の
）
杉
風
の
別
荘
に
う
つ
り
、『
こ
の
古
び

た
自
分
の
家
も
住
人
が
変
わ
る
こ
と
に
な
る
。
雛ひ

な
に
ん
ぎ
ょ
う

人
形
が
飾か

ざ
ら
れ
る
家
に
な
る
だ
ろ
う
』

と
い
う
句
を
よ
ん
で
家
の
柱
に
掛か

け
て
お
い
た
。

︿
解
説
﹀

　
奥お

く
の
細
道
は
江
戸
時
代
の
俳は

い
人じ

ん
、
松ま

つ
お
ば
し
ょ
う

尾
芭
蕉
が
弟
子
の
河か

わ
い
そ

合
曽
良ら

と
江
戸
を
出
発
し
東

北
へ
向
か
い
、
岩
手
県
の
平ひ

ら

泉い
ず
み

か
ら
日
本
海
側
を
南
下
し
、
岐
阜
県
大お

お
垣が

き
に
到と

う
ち
ゃ
く着

す
る

ま
で
の
旅
の
記
録
を
記
し
た
も
の
で
す
。
折
々
で
俳は

い
句く

を
詠
み
、
誰
も
が
一
度
は
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
俳
句
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　
こ
の
冒ぼ

う
頭と

う
は
、「
流
れ
る
雲
の
よ
う
に
旅
を
し
た
い
。今
の
家
に
落
ち
着
い
て
は
み
た
が
、

今
度
は
奥お

う
し
ゅ
う州
（
東
北
）
に
行
っ
て
み
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
。
だ
れ
か
に
よ
ば

れ
て
い
る
気
持
ち
に
な
り
、
何
も
手
に
つ
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
色
々
と
旅
の
準
備
を

し
て
み
る
と
、
松
島
の
月
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
が
気
に
な
る
。
旅
に
行
く
の
で
こ
の
家

は
人
に
譲ゆ

ず
る
こ
と
に
し
た
。『
今
度
こ
の
家
に
住
む
家
族
に
は
女
の
子
が
い
て
、
ひ
な
人

形
が
飾か

ざ
ら
れ
る
だ
ろ
う
』
と
い
う
俳
句
を
柱
に
か
け
た
」
と
い
う
場
面
で
す
。

　
ひ
と
つ
の
場
所
に
と
ど
ま
る
こ
と
を
せ
ず
、
旅
の
な
か
で
日
々
を
す
ご
す
こ
と
を
選
ん

だ
芭
蕉
の
人
生
を
あ
ら
わ
し
た
も
の
で
す
。
実
際
に
芭
蕉
は
生
涯
の
ほ
と
ん
ど
を
旅
の
中

で
過
ご
し
ま
し
た
。
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︿
原
文
﹀

　
月
日
は
百は

く
た
い代
の
過か

か
く客
に
し
て
、　
行
き
交か

ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
。
　
船
の
上
に
生し

ょ
う
涯が

い

を
浮う

か
べ
、　
馬
の
口
と
ら
へ
て
老
い
を
迎む

か
う

ふ
る
者
は
、　
日
々
旅
に
し
て
旅
を
栖す

み
か

と

す
。

　
古
人
も
多
く
旅
に
死
せ
る
あ
り
。
　
予よ

も
い
づ
れ
の
年
よ
り
か
、　
片へ

ん
雲う

ん
の
風
に
誘さ

そ
は

れ
て
、　
漂ひ

ょ
う

白は
く

の
思
ひ
や
ま
ず
、　
海か

い
ひ
ん浜

に
さ
す
ら
へ
、　
去こ

ぞ年
の
秋
、　
江こ

う
し
ょ
う上

の
破は

屋お
く

に

蜘く

も蛛
の
古
巣
を
は
ら
ひ
て
、
や
や
年
も
暮
れ
、　
春
立
て
る
霞か

す
み
の
空
に
、　
白し

ら
河か

わ
の
関
越こ

え
ん
と
、　
そ
ぞ
ろ
神
の
物
に
つ
き
て
心
を
狂
は
せ
、　
道ど

う
そ
じ
ん

祖
神
の
招ま

ね
き
に
あ
ひ
て
取
る
も

の
手
に
つ
か
ず
、　
股も

も
引ひ

き
の
破や

ぶ
れ
を
つ
づ
り
、　
笠か

さ
の
緒お

付
け
か
へ
て
、　
三さ

ん
里り

に
灸き

ゅ
う
す
ゆ

る
よ
り
、　
松
島
の
月
ま
づ
心
に
か
か
り
て
、　
住
め
る
方か

た
は
人
に
譲ゆ

ず
り
、
杉さ

ん
風ぷ

う
が
別
所
に

移う
つ

る
に
、　『
草
の
戸
も
　
住
み
替か

は
る
代よ

ぞ
　
雛ひ

な
の
家
』　
表お

も
て

八は
ち
く句

を
庵い

お
り

の
柱
に
掛か

け

置
く
。

︿
現
代
語
訳
﹀

　
月
日
は
永
遠
に
続
く
旅
の
よ
う
で
、
古
い
年
も
新
し
く
や
っ
て
く
る
年
も
ま
た
旅
人
と

同
じ
で
あ
る
。
船
の
上
で
生し

ょ
う
涯が

い
を
過
ご
す
船
乗
り
や
、
馬う

ま
び
き引
と
し
て
年
を
と
っ
て
い
く

人
は
、
毎
日
が
旅
で
あ
っ
て
旅
を
住
み
か
と
し
て
い
る
。

　
昔
の
人
も
、
多
く
の
人
が
旅
を
し
、
そ
こ
で
亡な

く
な
っ
て
い
る
。
私
も
い
つ
の
こ
ろ
か

ら
か
、
一い

っ
片ぺ

ん
の
雲
が
風
に
流
さ
れ
る
よ
う
に
、
漂ひ

ょ
う
泊は

く
の
旅
を
し
た
い
気
持
ち
を
お
さ
え

る
こ
と
が
で
き
ず
、
海
辺
を
さ
す
ら
い
、
去
年
の
秋
に
川
の
ほ
と
り
の
古
い
家
に
戻
り
ク

モ
の
巣
を
は
ら
い
、
腰こ

し
を
落
ち
着
け
た
が
、
年
も
く
れ
春
の
よ
う
な
霞か

す
み
の
空
を
見
る
と
、

「
白
河
の
関
を
こ
え
た
い
」
と
、
そ
ぞ
ろ
の
神
が
取
り
つ
い
て
気
持
ち
を
お
さ
え
る
こ
と
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