
Ｍ
Ｊ
サ
テ
ラ
イ
ト　
古
文

■
本
書
の
特
色

1　

公
立
高
校
（
上
位
校
）
お
よ
び
私
立
中
堅
高
校
入
試
対
策
用
に
編
集
し

た
、
古
文
問
題
集
で
す
。

2　

入
試
傾
向
に
沿
っ
て
単
元
を
構
成
し
、
効
率
的
な
学
習
が
で
き
る
よ
う

に
工
夫
し
ま
し
た
。

3　

第
１
～
３
講
座
で
、
古
文
の
基
礎
的
な
知
識
を
ま
と
め
、
基
本
的
な
解

法
を
身
に
つ
け
ま
す
。

4　

第
４
～
７
講
座
で
、
標
準
的
な
問
題
に
取
り
組
み
、
頻
出
パ
タ
ー
ン
の

問
題
に
取
り
組
み
ま
す
。

5　

第
８
～
10
講
座
で
は
、
入
試
レ
ベ
ル
の
問
題
を
掲
載
。
実
戦
的
な
古
文

の
力
を
養
い
ま
す
。

6　

第
11
・
12
講
座
は
総
合
問
題
で
す
。
自
分
の
実
力
を
試
し
て
み
ま
し
ょ

う
。

〈
古
文
の
基
礎
〉

第
１
講
座　

古
文
の
知
識
（
歴
史
的
か
な
づ
か
い
・
重
要
古
語
）

２

第
２
講
座　

文
語
文
法

６

第
３
講
座　

古
文
の
基
礎
知
識
・
入
試
に
よ
く
出
る
問
題

10

〈
実
戦
編
〉

第
４
講
座　

物
語
①

14

第
５
講
座　

説
話
①

18

第
６
講
座　

随
筆
①

22

第
７
講
座　

日
記
・
韻
文

26

第
８
講
座　

物
語
②

30

第
９
講
座　

説
話
②

34

第
10
講
座　

随
筆
②

38

第
11
講
座　

総
合
問
題
①

42

第
12
講
座　

総
合
問
題
②

46

□

も
く
じ
　
□



第３講座　古文の基礎知識・入試によく出る問題　10

古
文
の
基
礎
知
識

①

季
節
・
月
名

古
文
に
記
さ
れ
る
四
季
は
陰
暦
（
旧
暦
）
に
よ
る
た
め
、
現
代
の
季
節
感
と
は

異
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
年
月
日
や
月
名
に
も
、
古
文
に
特
有
の
表
現
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

春
睦む

月つ
き

（
一
月
）　　
　

如き
さ
ら
ぎ月

（
二
月
）　　
　

弥や
よ
ひ生

（
三
月
）

夏
卯う

月づ
き

（
四
月
）　　
　

皐さ

月つ
き

（
五
月
）　　
　

水み

無な

月づ
き

（
六
月
）

秋
文ふ

み
づ
き（
ふ
づ
き
）

月
（
七
月
）　　
　

葉は

月づ
き

（
八
月
）　　
　

長な
が

月つ
き

（
九
月
）

冬
神か

ん

無な

月づ
き

（
十
月
）　　

霜し
も

月つ
き

（
十
一
月
）　　

師し
は
す走

（
十
二
月
）

・
年
月
日
に
か
か
わ
る
重
要
な
古
語

例　

「
つ
い
た
ち
」
…
…
月
の
第
一
日
。
ま
た
は
月
の
初
め
ご
ろ
。

　

「
つ
ご
も
り
」
…
…
月
の
最
終
日
。
ま
た
は
月
の
終
わ
り
ご
ろ
。

　

「
こ
ぞ
」
…
…
去
年
。

　

「
来こ

し
方
行
く
末す

ゑ

」
…
…
過
去
と
未
来
。
口
語
で
は
「
来き

し
方
」
と
も
い
う
。

　

「
ま
た
の
年
（
日
）」
…
…
翌
年
（
翌
日
）。「
ま
た
の
」
は
「
次
の
」
の
意
。

　

「
年
ご
ろ
・
日
ご
ろ
」
…
…
数
年
来
。
数
日
来
。「
ご
ろ
」
が
長
い
期
間
の

経
過
を
表
す
。

　

「
ひ
ね
も
す
」
…
…
一
日
中
。　
　

「
夜
も
す
が
ら
」
…
…
一
晩
中
。

　

「
中
の
・
末
の
」
…
…
中
旬
の
。
下
旬
の
。

②

方
位
・
時
刻

古
文
に
記
さ
れ
る
時
刻
や
方
位
に
は
十
二
支
が
用
い
ら
れ
る
。
十
二
支
は
、

「
子ね　

丑う
し　

寅と
ら　

卯う　

辰た
つ　

巳み　

午う
ま　

未ひ
つ
じ　

申さ
る　

酉と
り　

戌い
ぬ　

亥ゐ

」
の
十
二
種
の
動

物
名
で
あ
る
。

・
方
位
と
十
二
支

子
を
北
と
し
て
、
時
計
の
文
字
盤
の
よ
う
に
十
二
支
を
配
置
す
る
。
北
東
の

方
位
は
丑
と
寅
の
間
に
な
る
の
で
、「
艮
う
し
と
ら

」
の
字
を
あ
て
る
。
同
様
に
、
南
東

→
巽た

つ
み

、
南
西
→
坤

ひ
つ
じ
さ
る

、
北
西
→
乾い

ぬ
ゐ

。

・
時
刻
と
十
二
支

子
を
午
前
〇
時
と
し
て
、
二
時

間
お
き
に
十
二
支
を
配
置
し
、
二

十
四
時
間
を
十
二
に
分
割
す
る
。

子
の
刻こ
く

と
午
の
刻
を
「
九こ

こ
の

つ
」
と

し
、
二
時
間
お
き
に
「
八
つ
」
か

ら
「
四
つ
」
ま
で
を
定
め
、
時
刻

と
す
る
。

例　

・
一
刻
＝
二
時
間　
　

・
子
の
刻
＝
午
後
十
一
時
～
午
前
一
時

　

・
明
け
六む

つ
＝
午
前
六
時　
　

・
暮
れ
六
つ
＝
午
後
六
時

１　

次
の
文
中
の
―
―
線
部
を
口
語
訳
せ
よ
。

⑴

葉
月
中
の
五
日
は
仲
秋
の
名
月
な
り
。

（

）

⑵

こ
れ
は
わ
が
年
ご
ろ
の
妻
な
り
。
（

）

⑶

皐
月
つ
ご
も
り
、
雨
う
ち
続
く
。

（

）

⑷

来
し
方
思
ふ
は
老お
ひ

の
性さ

が

な
ら
む
。

（

）

２　

次
の
文
中
の
―
―
線
部
を
口
語
訳
せ
よ
。

⑴　

卯
の
か
た
の
空
白し

ら

み
そ
め
ぬ
。

（

）

⑵

申
の
刻
ば
か
り
に
や
、
里
に
着
き
ぬ
。

（

）

⑶

風
激
し
く
吹
き
て
静
か
な
ら
ざ
り
し
夜
、
戌
の
時
ば
か
り
、
都
の
辰
巳
よ
り
火

い
で
来
て
、
戌
亥
に
い
た
る
。

（

）

第
３
講
座　

古
文
の
基
礎
知
識
・
入
試
に
よ
く
出
る
問
題

南

坤

乾 艮

巽
九
ツ

午南西

北東

南東

北西

北
西

東

八
ツ

八
ツ

七ツ

七 ツ

六ツ

六 ツ

五ツ

五ツ

四
ツ

四
ツ

九
ツ

未

申
酉

戌
亥 子

丑

寅
卯

辰

巳

古時刻・古方位

1213
14

15

16
17

18
19

20

21

22
23 24 1 2

3

4
5

6
7

8

9
1011

真
昼

暮
宵

夜 夜

暁
明

朝

昼

真
夜

夕

昼

夜

昼
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入
試
に
よ
く
出
る
問
題

①

主
語
の
指
摘

古
文
で
は
、
主
語
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
主
語
を
明
ら
か
に
す
る

た
め
に
は
、
次
の
点
に
注
意
す
る
。

⑴

登
場
人
物
を
把
握
し
、
そ
の
関
係
を
お
さ
え
て
お
く
。
そ
の
際
、
筆
者
（
作

者
）
も
忘
れ
な
い
こ
と
。

⑵

古
文
で
は
、
新
し
い
登
場
人
物
が
現
れ
る
ま
で
、
前
の
登
場
人
物
を
示
す
主

語
を
省
略
す
る
こ
と
が
多
い
。

⑶

古
文
の
一
文
は
、
現
代
文
に
く
ら
べ
て
長
く
、
一
つ
の
文
中
で
主
語
が
入
れ

か
わ
る
こ
と
も
あ
る
。

⑷

格
助
詞
「
の
」
の
主
語
を
表
す
用
法
が
手
が
か
り
に
な
る
。

⑸

同
一
人
物
が
、
同
じ
一
文
中
で
別
の
呼
び
方
を
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

②

会
話
文
の
指
摘

古
文
で
は
、
会
話
文
に
「　

」
を
つ
け
な
い
の
が
ふ
つ
う
で
あ
る
。
会
話
文
を

明
ら
か
に
す
る
手
が
か
り
は
次
の
三
つ
で
あ
る
。

⑴

「
言い

は
く
」「
言い

ひ
し
に
は
」「
問
へ
ば
」「
の
た
ま
ひ
け
る
は
」
な
ど
の
語

が
あ
れ
ば
、
そ
の
下
か
ら
会
話
文
と
考
え
て
よ
い
。

⑵

会
話
文
の
終
わ
り
は
、「
と
」「
と
て
」
な
ど
の
助
詞
で
示
さ
れ
る
こ
と
が
多

い
。

⑶

会
話
の
部
分
に
は
、「
侍は
べ

り
」「
候さ

う
ら

ふ
」「
か
な
」
な
ど
の
語
や
、
禁
止
・
命

令
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。

③

指
示
語
の
内
容

古
文
に
用
い
ら
れ
る
指
示
語
の
読
解
は
、
次
の
点
を
お
さ
え
て
お
く
。

⑴

古
文
の
指
示
語
の
う
ち
、
代
名
詞
・
連
体
詞
の
指
示
語
（
こ
・
そ
・
か
・
さ

る
・
か
か
る　

な
ど
）
は
、
人
・
事
物
・
場
所
な
ど
を
指
し
、
副
詞
の
指
示
語

（
か
く
・
し
か
）
は
、
行
動
・
状
態
な
ど
を
指
す
。

⑵

指
示
語
の
指
示
内
容
は
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
指
示
語
以
前
に
あ
る
。

⑶

必
ず
指
示
内
容
を
指
示
語
の
位
置
に
あ
て
は
め
て
み
て
、
文
意
が
通
る
か
ど

う
か
を
確
認
す
る
。

１　

次
の
文
中
の
―
―
線
部
「
見
つ
け
て
」
の
主
語
を
、
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。

う
つ
く
し
き
も
の
。
瓜う
り

に
か
き
た
る
ち
ご
の
顔
。
す
ず
め
の
子
の
、
ね
ず
鳴
き
す
る
に

を
ど
り
来
る
。
二
つ
三
つ
ば
か
り
な
る
ち
ご
の
、
い
そ
ぎ
て
は
ひ
来
る
道
に
、
い
と
小
さ

き
塵ち
り

の
あ
り
け
る
を
目
ざ
と
に
見
つ
け
て
、
い
と
を
か
し
げ
な
る
指お

よ
び

に
と
ら
へ
て
、
大
人

な
ど
に
見
せ
た
る
、
い
と
う
つ
く
し
。

＊
ね
ず
鳴
き
＝
ね
ず
み
の
鳴
き
声
を
ま
ね
て
チ
ュ
ー
チ
ュ
ー
い
う
こ
と
。

＊
を
か
し
げ
な
る
＝
愛
ら
し
い
。（

）

２　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

予
が
母
、
某
名
人
の
弟
子
に
て
、
将
棋
い
と
つ
よ
し
。
母
の
い
ひ
し
に
は
、
つ
め
ぎ
は

に
な
り
て
案
ず
る
は
初
心
の
う
ち
な
り
。
は
じ
め
の
う
ち
よ
り
つ
め
ぎ
は
を
案
じ
て
指
せ

と
。
囲
碁
を
打
つ
に
も
、
い
ま
だ
い
た
ら
ぬ
者
は
、
見
苦
し
き
手
を
打
つ
な
り
。
定ぢ
ゃ
う

石せ
き

に

従
ふ
を
碁
の
す
ぢ
と
す
。
大
か
た
は
、
打
ち
て
あ
と
に
笑
は
る
る
こ
と
多
し
。

＊
つ
め
ぎ
は
＝
勝
負
の
最
後
の
段
階
。

⑴

―
―
線
部
「
す
ぢ
」
を
、
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
書
け
。

（

）

⑵

文
中
で
、
母
が
言
っ
た
言
葉
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
か
。
そ
の
初
め
と
終
わ
り
の

五
字
を
抜
き
出
し
て
書
け
。

初
め

終
わ
り

３　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

又
、
鶏
の
子
を
あ
た
た
む
る
様
は
、
誰た
れ

も
見
る
事
ぞ
か
し
。
毛
の
へ
だ
た
り
た
る
を
あ

か
ず
思
ふ
に
や
、
み
づ
か
ら
胸
の
毛
を
く
ひ
抜
き
て
、
膚は
だ

に
つ
け
て
、
①
ひ
ね
も
す
②
こ

れ
を
あ
た
た
む
。

⑴

―
―
線
①
「
ひ
ね
も
す
」
を
口
語
訳
せ
よ
。

（

）

⑵

―
―
線
②
「
こ
れ
」
は
何
を
指
す
か
。
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。

（

）

＊

＊

＊

SAM
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１　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

こ
ろ
は
二
月
十
八
日
の
①
酉と

り

の
刻
ば
か
り
の
こ
と
な
る
に
、
②
を
り
ふ
し
北
風
激
し
く

て
、
磯い
そ

打
つ
波
も
高
か
り
け
り
。
舟
は
ゆ
り
上
げ
③
ゆ
り
す
ゑ
た
だ
よ
へ
ば
、
④
扇
も
く

し
に
定
ま
ら
ず
ひ
ら
め
い
た
り
。

問
一　

―
―
線
①
「
酉
の
刻
」
の
口
語
訳
を
書
け
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
二　

―
―
線
②
「
を
り
ふ
し
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
書
け
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
三　

―
―
線
③
「
ゆ
り
す
ゑ
た
だ
よ
へ
ば
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
書
け
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
四　

―
―
線
④
「
扇
」
の
読
み
が
な
を
歴
史
的
か
な
づ
か
い
で
書
け
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

陰お
ん

陽み
や
う

師じ

有あ
り

宗む
ね

入に
ふ

道だ
う

、
鎌
倉
よ
り
の
ぼ
り
て
、
尋
ね
ま
う
で
来き

た

り
し
が
、
ま
づ
さ
し
入
り

て
、
こ
の
庭
の
①
い
た
づ
ら
に
ひ
ろ
き
こ
と
、
浅
ま
し
く
、
②
あ
る
べ
か
ら
ぬ
事
な
り
。

道
を
し
る
も
の
は
植う

う
る
こ
と
を
つ
と
む
。
ほ
そ
道
ひ
と
つ
残
し
て
、
皆
畠は

た
け

に
つ
く
り
給

へ
と
い
さ
め
侍は
べ

り
き
。

誠
に
、
少
し
の
地
を
も
③
い
た
づ
ら
に
お
か
ん
こ
と
は
、
益や

く

な
き
事
な
り
。
く
ふ
物
、
薬や

く

種し
ゆ

を
植
ゑ
お
く
べ
き
。�

（「
徒
然
草
」
よ
り
）

＊
陰
陽
師
＝
吉
凶
の
う
ら
な
い
や
地
相
な
ど
を
み
る
人
。

〘⎜〘

〙⎜〙

〘⎜〘

〙⎜〙

〘⎜〘

〙⎜〙

〘⎜〘

〙⎜〙

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊
尋
ね
ま
う
で
来
り
し
＝
（
私
を
）
探
し
て
や
っ
て
き
た
。

＊
さ
し
入
り
て
＝
（
門
か
ら
）
入
っ
て
。

＊
浅
ま
し
く
＝
驚
き
あ
き
れ
た
こ
と
で
。　

＊
い
さ
め
侍
り
き
＝
忠
告
し
ま
し
た
。

＊
益
な
き
事
＝
無
益
な
こ
と
。　
　

＊
薬
種
＝
薬
の
材
料
。

問
一　

―
―
①
、
③
「
い
た
づ
ら
に
」
の
共
通
す
る
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次

か
ら
選
べ
。

ア　

む
だ
に　
　
　
　
　

イ　

困
る
よ
う
に

ウ　

気
ま
ぐ
れ
に　
　
　

エ　

た
い
へ
ん
に

問
二　

―
―
線
②
「
あ
る
べ
か
ら
ぬ
事
な
り
」
の
口
語
訳
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次

か
ら
選
べ
。

ア　

め
っ
た
に
な
い
こ
と
だ

イ　

よ
く
あ
る
こ
と
だ

ウ　

よ
ろ
し
く
な
い
こ
と
だ

エ　

よ
ろ
し
い
こ
と
だ

問
三　

文
章
中
で
、
有
宗
入
道
が
言
っ
た
言
葉
は
ど
こ
か
ら
ど
こ
ま
で
か
。
そ
の
初
め
と

終
わ
り
の
四
字
を
抜
き
出
し
て
書
け
。

�

初
め�

�

終
わ
り�

３　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

あ
る
男
、
つ
ね
に
猿さ

る

を
射
け
り
。
あ
る
日
山
を
過
ぐ
る
に
、
大
猿
あ
り
け
れ
ば
、
木
に

追
ひ
の
ぼ
せ
て
射
た
り
け
る
ほ
ど
に
、
あ
や
ま
た
ず
か
せ
ぎ
に
射
て
け
り
。
①
す
で
に
木

よ
り
落
ち
む
と
し
け
る
が
、
な
に
と
や
ら
ん
②
物
を
木
の
ま
た
に
置
く
や
う
に
す
る
を
み

れ
ば
、
子
猿
な
り
け
り
。
お
の
が
傷
を
負
ひ
て
つ
ち
に
落
ち
む
と
す
れ
ば
、
子
猿
を
負
ひ

た
る
を
た
す
け
む
と
て
、
木
の
ま
た
に
す
ゑ
む
と
し
け
る
な
り
。

＊
追
ひ
の
ぼ
せ
て
＝
追
い
上
げ
て
。

＊
な
に
と
や
ら
ん
＝
い
っ
た
い
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。

＊

＊

確
認
テ
ス
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13　第３講座　古文の基礎知識・入試によく出る問題

問
一　

―
―
線
①
「
す
で
に
木
よ
り
落
ち
む
と
し
け
る
」
の
口
語
訳
と
し
て
最
も
適
切
な

も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

つ
い
に
木
か
ら
落
ち
て
し
ま
っ
た

イ　

す
ぐ
木
か
ら
落
と
し
て
し
ま
っ
た

ウ　

や
が
て
木
か
ら
落
と
そ
う
と
し
た

エ　

ま
さ
に
木
か
ら
落
ち
よ
う
と
し
た

問
二　

―
―
線
②
「
物
を
木
の
ま
た
に
置
く
や
う
に
す
る
」
は
、
主
語
が
省
略
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
主
語
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

大
猿　
　
　

イ　

あ
る
男

ウ　

子
猿　
　
　

エ　

作
者

４　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

あ
る
と
こ
ろ
に
、女に

ょ
う

房ば
う

あ
ま
た
ゐ
て
箏さ

う

ひ
く
に
、琴こ

と

柱ぢ

の
は
し
り
失う

せ
た
る
を
、さ
る
べ

き
男
も
な
け
れ
ば
、
宿と
の
ゐ直
人び

と

の
見
ゆ
る
を
呼
び
て
、
こ
の
前せ

ん

栽ざ
い

の
中
に
、
楓か

へ
で

の
木
二ふ

た

俣ま
た

に

こ
れ
ほ
ど
、
し
か
じ
か
切
り
て
来こ

と
こ
ま
か
に
教
へ
て
や
り
つ
。「
は
か
ば
か
し
き
こ
と

あ
ら
じ
」
と
い
ふ
ほ
ど
に
、
切
り
て
も
て
来
た
り
。
簾す

の
も
と
に
寄
り
て
、「
こ
の
か
り

琴
柱
参
ら
せ
候さ
う
ら

は
ん
」
と
①
い
ひ
出い

で
た
る
に
、
思
は
ず
に
②
あ
さ
ま
し
く
て
、「
こ
ま

ご
ま
と
教
へ
つ
る
、
い
か
に
を
こ
が
ま
し
く
思
ひ
つ
ら
ん
」
と
、
恥
ぢ
あ
へ
り
け
り
。

�

（「
十
訓
抄
」
よ
り
）

＊
女
房
＝
女
官
。

＊
箏
＝
十
三
弦
の
琴
。

＊
琴
柱
＝
琴
の
上
に
立
て
て
、
弦
を
支
え
る
も
の
。

＊
さ
る
べ
き
男
＝
適
当
な
人
。

＊
宿
直
人
＝
宮
中
や
役
所
に
宿
泊
し
て
勤
務
・
警
戒
す
る
人
。

＊
は
か
ば
か
し
き
こ
と
＝
期
待
で
き
る
こ
と
。

＊
参
ら
せ
候
は
ん
＝
さ
し
あ
げ
ま
し
ょ
う
。

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

問
一　

文
章
中
に
、
会
話
記
号
の
「　

」
を
つ
け
る
と
わ
か
り
や
す
く
な
る
と
こ
ろ
が
も

う
一
か
所
あ
る
。
そ
の
部
分
の
初
め
と
終
わ
り
の
四
字
を
抜
き
出
し
て
書
け
。

�

初
め�

　
　

終
わ
り�

問
二　

―
―
線
①
「
い
ひ
出
で
た
る
に
」
の
主
語
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

女
房　
　
　

イ　

さ
る
べ
き
男

ウ　

筆
者　
　
　

エ　

宿
直
人

問
三　

―
―
線
②
「
あ
さ
ま
し
く
て
」
の
口
語
訳
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選

べ
。

ア　

み
っ
と
も
な
く
て　
　
　

イ　

怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
て

ウ　

驚
き
あ
き
れ
て　
　
　
　

エ　

気
の
毒
に
な
っ
て

５　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

「
何
に
か
あ
ら
ん
。」
と
器う

つ
は

の
ふ
た
を
取
り
て
見
け
れ
ば
、
黄
の
粉
ま
ぶ
し
た
る
餅も

ち
ひ

な
り
。

主あ
る
じ人

喜
び
、
今
日
な
ん
も
の
さ
び
し
く
て
あ
り
け
る
に
、
餅
得
し

①

よ
き
幸
ひ
な
れ
。

さ
ら
ば
人
々
に
ま
ゐ
ら
せ
ま
し
と
て
、
や
が
て
箸は
し

取
り
出
で
て
、
取
ら
ん
と
し
け
る
に
、

い
と
固
か
り
け
れ
ば
、「
②
こ
は
日
を
経へ

し
も
の
と
お
ぼ
ゆ
。
あ
ぶ
り
て
こ
そ
も
の
せ
め
。」

問
一　

文
章
中
に
、
会
話
記
号
の
「　

」
を
つ
け
る
と
わ
か
り
や
す
く
な
る
と
こ
ろ
が
も

う
一
か
所
あ
る
。
そ
の
部
分
の
初
め
と
終
わ
り
の
四
字
を
抜
き
出
し
て
書
け
。

�

初
め�

�

終
わ
り�

問
二　

①

に
入
る
助
詞
を
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
三　

―
―
線
②
「
こ
」
は
何
を
指
す
か
。
文
章
中
か
ら
九
字
で
抜
き
出
し
て
書
け
。

�

〘⎜〘

〙⎜〙
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物
語

①　

物
語
と
は

物
語
と
は
、
作
者
が
、
あ
る
人
物
や
事
柄
な
ど
に
つ
い
て
、
他
人
に
語
る
形
を

と
っ
て
記
述
さ
れ
た
散
文
。

②　

物
語
の
読
み
方

物
語
を
読
む
時
に
は
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
と
ら
え
な
が
ら
、
そ
こ
に
お
け
る

登
場
人
物
の
心
情
に
注
意
す
る
。
ま
た
、
室
町
時
代
以
降
の
物
語
や
小
説
で
は
、

そ
の
中
に
教
訓
的
内
容
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
も
あ
る
の
で
注
意
す
る
。

③　

物
語
の
分
類

作
り
物
語
…
架
空
の
出
来
事
が
、
作
者
の
想
像
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
物
語
。

例
「
竹
取
物
語
」

歌
物
語
…
物�

語
の
話
と
話
の
間
に
、
適
宜
、
和
歌
が
挿
入
さ
れ
、
散
文
と
和
歌

が
あ
い
ま
っ
て
内
容
を
構
成
す
る
も
の
。
例
「
伊
勢
物
語
」

軍
記
物
語
…�

主
に
源
平
の
合
戦
な
ど
、
戦
の
中
で
の
人
間
の
行
動
と
心
情
が
著

さ
れ
た
物
語
。
例
「
平
家
物
語
」

文
学
史
の
ま
と
め 　

お
も
な
物
語
・
小
説

作
品

作
者

成
立
年
代

備　

考

竹
取
物
語

未
詳

平
安
時
代

「
物
語
の
祖お
や

」
と
い
わ
れ
る

伊
勢
物
語

未
詳

平
安
時
代

最
初
の
歌
物
語

源
氏
物
語

紫
式
部

平
安
時
代

そ
れ
ま
で
の
文
学
の
集
大
成

平
家
物
語

未
詳

鎌
倉
時
代

軍
記
物
。
琵び

琶わ

法
師
が
語
り
広
め
た

伊い

曾そ

保ほ

物
語

未
詳

江
戸
時
代

仮か

名な

草
子
。「
イ
ソ
ッ
プ
物
語
」
の
訳
書

日に
っ

本ぽ
ん

永え
い

代た
い

蔵ぐ
ら

井い

原は
ら

西さ
い

鶴か
く

江
戸
時
代

浮う
き

世よ

草
子
。
商
人
の
盛
衰
を
描
く

東と
う

海か
い

道ど
う

中ち
ゅ
う

膝ひ
ざ

栗く
り

毛げ

十じ
っ

返ぺ
ん

舎し
ゃ

一い
っ

九く

江
戸
時
代

滑こ
っ

稽け
い

本
。
江
戸
・
大
阪
間
の
道
中
記

南な
ん

総そ
う

里さ
と

見み

八は
っ

犬け
ん

伝で
ん

滝た
き

沢ざ
わ

馬ば

琴き
ん

江
戸
時
代

読よ
み

本ほ
ん

。「
勧か
ん

善ぜ
ん

懲ち
ょ
う

悪あ
く

」
を
貫
く
長
編
小
説

１　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

田で
ん

真し
ん

、
田で

ん

広こ
う

、
田で

ん

慶け
い

、
こ
の
三
人
は
兄
弟
な
り
。
親
に
後お

く

れ
て
の
ち
、
親
の
財
宝
を
三

つ
に
分
け
て
取
れ
る
が
、
庭
前
に
紫し

荊け
い

樹じ
ゅ

と
て
、
枝
葉
栄
え
、
花
も
咲
き
乱
れ
た
る
木
一

本
あ
り
。
こ
れ
を
も
三
つ
に
分
け
て
取
る
べ
し
と
て
、
①
夜
も
す
が
ら
三
人
僉せ

ん

議ぎ

し
け
る

が
、
夜
の
す
で
に
明
け
け
れ
ば
、
木
を
切
ら
ん
と
て
、
木
の
も
と
へ
到い
た

り
け
れ
ば
、
昨
日

ま
で
栄
え
た
る
木
が
、

枯
れ
た
り
。
田
真
こ
れ
を
見
て
草
木
心
あ
り
て
切
り
分わ

か

た

ん
と
言
へ
る
を
聞
い
て
枯
れ
た
り
。
ま
こ
と
に
人
と
し
て
こ
れ
を
わ
き
ま
へ
ざ
る
べ
し
や

と
て
、
分わ
か

た
ず
し
て
置
き
た
れ
ば
ま
た
再
び
も
と
の
ご
と
く
栄
え
た
る
と
な
り
。

�

（「
御お

伽と
ぎ

草ぞ
う

子し

」
よ
り
）

＊
僉
議
＝
相
談
。

問
一　

―
―
線
①
「
夜
も
す
が
ら
」
の
意
味
を
書
け
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
二　

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

さ
ら
で
も　
　

イ　

に
は
か
に

ウ　

い
さ
さ
か　
　

エ　

さ
す
が
に

問
三　

―
―
線
②
「
と
て
」
は
、
会
話
を
引
用
し
た
こ
と
を
示
す
助
詞
で
あ
る
。
そ
の
会

話
文
の
冒
頭
の
二
字
を
抜
き
出
し
て
書
け
。�

問
四　

こ
の
文
章
の
内
容
と
一
致
す
る
も
の
を
、
次
か
ら
選
べ
。

ア　

親
が
年
を
取
っ
た
の
で
、
兄
弟
は
財
宝
と
木
を
分
け
よ
う
と
話
し
合
っ
た
。

イ　

草
木
に
も
心
が
あ
る
が
、
兄
弟
の
気
持
ち
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。

ウ　

兄
弟
は
、
木
を
分
け
よ
う
と
し
た
が
、
枯
れ
て
価
値
が
な
い
の
で
や
め
た
。

エ　

兄
弟
は
、
木
を
分
け
る
の
は
心
な
い
こ
と
だ
と
考
え
、
切
る
の
を
や
め
た
。

＊

②

〘⎜〘

〙⎜〙
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４
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２　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

ひ
よ
ど
り

4

4

4

4

、
小
鳥
ど
も
を
集
め
て
言
つ
て
い
は
く
、「
汝な

ん
ぢ

ら
畑
の
作
物
に
つ
き
、
ま
た

は
庭
の
木
の
実
を
く
ら
ふ
に
、
い
ら
ざ
る
高
声
を
し
て
、
友
を
呼
び
さ
わ
ぐ
に
よ
り
て
、

人
そ
の
来
た
り
集
ま
る
を
知
つ
て
、
網
を
は
り
、
も
ち
を
置
く
な
り
。
我
、
冬
に
な
り
山

に
食
物
な
き
時
は
、
人
家
に
来
た
り
て
、
庭
先
に
あ
る
南な
ん

天て
ん

の
実
を
く
ら
へ
ど
も
、
亭
主

知
る
こ
と
な
し
。
①
あ
ま
り
の
を
か
し
さ
に
、
立
ち
ざ
ま
大
き
な
る
声
を
し
て
、
礼
を
言

う
て
帰
る
な
り
。
万
一
も
ち
に
か
か
り
て
も
、
少
し
も
さ
わ
が
ず
、
身
を
す
く
め
て
、
そ

つ
と
あ
ふ
の
け
に
な
り
て
、
ぶ
ら
さ
が
り
居
れ
ば
、
は
ご
は
上
に
残
り
、
身
ば
か
り
下
に

落
つ
る
時
、
こ
そ
こ
そ
と
飛
ん
で
ゆ
く
な
り
。
汝
ら
は
、
も
ち
に
か
か
り
た
る
時
、
あ
わ

て
さ
わ
ぎ
、
ば
た
め
く
故ゆ
ゑ

に
、
総
身
に
も
ち
を
ぬ
り
付
け
て
、
動
く
こ
と
も
な
ら
ず
し
て
、

と
ら
へ
ら
る
る
、
不ぶ

調て
う

法は
ふ

の
至
り
な
り
。」
と
才
智
が
ま
し
く
語
る
。

末
座
よ
り
み
そ
さ
ざ
い

4

4

4

4

4

と
い
ふ
小
鳥
、
笑
つ
て
い
は
く
、「
人
は
鳥
よ
り
も
か
し
こ
く

て
、
一
度
②
こ
の
手
に
あ
ひ
た
る
者
は
、
下
に
も
細
き
は
ご
を
置
き
、
例
の
ご
と
く
ⓑ
ぶ

ら
さ
が
り
て
、
下
へ
落
つ
れ
ば
、
下
な
る
は
ご
を
背
中
に
付
け
、
思
ひ
よ
ら
ぬ
こ
と
な
れ

ば
、
さ
す
が
の
ひ
よ
ど
り

4

4

4

4

殿
も
、
あ
わ
て
さ
わ
ぎ
た
ま
ふ
故
に
、
総
身
に
も
ち
を
ぬ
り
て

と
ら
へ
ら
る
る
こ
と
は
同
じ
こ
と
な
り
。
世
間
小
智
の
人
、
皆
ひ
よ
ど
り

4

4

4

4

の
ご
と
し
。
お

の
れ
の
才
覚
を
用
ひ
て
、
い
つ
た
ん
、
し
あ
ふ
せ
た
る
こ
と
あ
れ
ば
、
自
慢
し
て
、
い
つ

も
③
か
く
の
ご
と
く
と
思
へ
り
。
天
下
の
人
皆
④
愚
か
な
ら
ん
や
。
人
は
そ
の
巧
み
を
知

つ
て
、
重ぢ
う

手て

を
打
つ
に
よ
り
、
今
ま
で
の
才
覚
の
巧
み
、
皆
い
た
づ
ら
に
な
り
、
か
へ
つ

て
仇あ
だ

と
な
つ
て
、
禍わ

ざ
は

ひ
を
ま
ね
く
こ
と
を
ⓒ
知
ら
ず
。」

�

（
佚い

っ

斎さ
い

樗ち
ょ

山ざ
ん

「
田ゐ

な
か舎

荘さ
う

子じ

」
よ
り
）

＊
も
ち
＝
と
り
も
ち
。

＊�

南
天
＝
メ
ギ
科
の
常
緑
低
木
。
秋
の
終
わ
り
か
ら
冬
に
か
け
て
、
直
径
六
～
七
ミ
リ
の

赤
い
実
を
つ
け
る
。

＊
は
ご
＝
木
片
や
竹
な
ど
に
と
り
も
ち
を
塗
り
付
け
て
鳥
を
捕
る
道
具
。

＊
重
手
＝
さ
ら
な
る
手
段
。

＊

＊＊

ⓐ

＊

問
一　
　
　

線
ⓐ
～
ⓒ
の
動
作
の
主
体
は
、
だ
れ
（
何
）
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か

ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
よ
。

�

ⓐ
（　
　
　
　

）　　

ⓑ
（　
　
　
　

）　　

ⓒ
（　
　
　
　

）

ア　

ひ
よ
ど
り　
　
　
　

イ　

小
鳥
ど
も　
　
　
　
　

ウ　

亭
主

エ　

み
そ
さ
ざ
い　
　
　

オ　

世
間
小
智
の
人　
　
　

カ　

天
下
の
人

キ　

人

問
二　

―
―
線
①
「
あ
ま
り
の
を
か
し
さ
に
、
立
ち
ざ
ま
大
き
な
る
声
を
し
て
、
礼
を
言

う
て
帰
る
な
り
」
に
は
、
主
に
ひ
よ
ど
り
の
ど
ん
な
気
持
ち
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
。

最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

冒
険
を
楽
し
む
気
持
ち　
　
　
　

イ　

食
物
に
満
足
す
る
気
持
ち

ウ　

人
間
に
感
謝
す
る
気
持
ち　
　
　

エ　

亭
主
を
あ
な
ど
る
気
持
ち

問
三　

―
―
線
②
「
こ
の
」
の
指
示
す
る
内
容
を
表
す
一
文
を
抜
き
出
し
、
初
め
の
五
字

を
書
け
。�

問
四　

―
―
線
③
「
か
く
の
ご
と
く
」
の
あ
と
に
言
葉
を
補
う
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な

意
味
の
言
葉
が
よ
い
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

置
い
て
あ
る
の
だ
。　
　
　
　
　

イ　

あ
わ
て
さ
わ
ぐ
の
だ
。

ウ　

や
り
と
げ
ら
れ
る
の
だ
。　
　
　

エ　

つ
か
ま
っ
て
し
ま
う
の
だ
。

問
五　

―
―
線
④
「
愚
か
な
ら
ん
や
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

愚
か
で
あ
る
に
違
い
な
い
。　
　
　

イ　

愚
か
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。

ウ　

愚
か
で
な
い
こ
と
も
な
い
。　
　
　

エ　

愚
か
で
な
い
わ
け
が
な
い
。

問
六　

み
そ
さ
ざ
い
は
、
ひ
よ
ど
り
に
対
し
、
結
局
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
た
か
っ
た

の
か
。
二
十
五
字
以
内
の
現
代
語
で
書
け
。

�

SAM
PLE
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３　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

あ
る
時
、
夜
更ふ

け
て
樋ひ

の

口く
ち

屋や

の
門か

ど

を
た
た
き
て
、
酢す

を
買
ひ
に
く
る
人
あ
り
。
中
戸
を

奥
へ
は
幽か
す

か
に
聞
こ
え
け
る
。
下
男
目
を
覚
ま
し
、「
何
程
が
の
」
と
云い

ふ
。「
①
む
つ
か

し
な
が
ら
一
文
が
の
」
と
云
ふ
。
空
寝
入
り
し
て
、
そ
の
の
ち
返
事
も
せ
ね
ば
、
ぜ
ひ
な

く
帰
り
ぬ
。
夜
明
け
て
亭て
い

主し
ゅ

は
、
か
の
男
よ
び
付
け
て
、
②
何
の
用
も
な
き
に
「
門か

ど

口ぐ
ち

三

尺
ほ
れ
」
と
云
ふ
。
御ぎ
ょ

意い

に
任
せ
久
三
郎
、
諸も

ろ

肌は
だ

ぬ
ぎ
て
鍬く

は

を
取
り
、
堅か

た

地ぢ

に
気
を
つ
く

し
、
身
汗
水
な
し
て
、
③
や
う
や
う
掘
り
け
る
。
そ
の
深
さ
三
尺
と
い
ふ
時
、「

Ａ

が
あ
る
は
づ
、
い
ま
だ
出
ぬ
か
」
と
云
ふ
。「
小
石
・
貝か

ひ

殻が
ら

よ
り
外
に
何
も
見
え
ま
せ
ぬ
」

と
申
す
。「
そ
れ
程
に
し
て
も
銭ぜ
に

が
一
文
な
い
事
、
よ
く
心
得
て
、

Ｂ

」

�

（
井い

原は
ら

西さ
い

鶴か
く

「
日に

っ

本ぽ
ん

永え
い

代た
い

蔵ぐ
ら

」
よ
り
）

＊
中
戸
＝
店
と
居
間
を
仕
切
る
戸
。

＊
何
程
が
の
＝
ど
れ
ほ
ど
で
す
か
。

＊
文
＝
通
貨
の
単
位
。

＊
尺
＝
長
さ
の
単
位
。
一
尺
は
約
三
〇
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
。

＊
御
意
に
任
せ
＝
ご
命
令
に
従
っ
て
。

問
一　

―
―
線
①
「
む
つ
か
し
な
が
ら
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選

べ
。

ア　

苦
し
い
で
し
ょ
う
が

イ　

め
ず
ら
し
い
で
し
ょ
う
が

ウ　

こ
わ
い
で
し
ょ
う
が

エ　

ご
め
ん
ど
う
で
し
ょ
う
が

問
二　

―
―
線
②
「
何
の
用
も
な
き
に
『
門
口
三
尺
ほ
れ
』」
と
あ
る
が
、
だ
れ
が
、
だ

れ
の
、
ど
う
い
う
行
為
に
対
し
て
そ
う
さ
せ
た
の
か
。「
酢
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
、

三
十
字
以
内
で
書
け
。�

＊

＊

＊

＊

＊

問
三　

―
―
線
③
「
や
う
や
う
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

い
ろ
い
ろ　
　
　

イ　

ゆ
っ
く
り

ウ　

よ
う
や
く　
　
　

エ　

か
る
が
る

問
四　

Ａ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
文
章
中
か
ら
一
字
で

抜
き
出
し
て
書
け
。�

問
五　

Ｂ

に
あ
て
は
ま
る
文
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

か
さ
ね
て
は
酢
の
商
あ
き
な
ひ

も
大
事
に
す
べ
し
。

イ　

か
さ
ね
て
は
一
文
商
も
大
事
に
す
べ
し
。

ウ　

か
さ
ね
て
は
夜
更
け
の
商
も
大
事
に
す
べ
し
。

エ　

か
さ
ね
て
は
夜
明
け
の
商
も
大
事
に
す
べ
し
。

４　
次
の
古
文
は
、
能
楽
で
、
小こ

鼓つ
づ
み

を
打
つ
こ
と
を
役
目
と
す
る
権
九
郎
が
、
名
人
と

い
わ
れ
た
父
親
新
九
郎
の
芸
域
を
目
指
し
て
修
行
し
て
い
た
若
き
日
の
話
で
あ
る
。

こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

権
九
郎
と
い
ひ
し
頃こ
ろ

、
日
々
鼓
を
出
精
し
け
れ
ど
も
、
未い

ま

だ
①
心
に
落
ち
ざ
る
折
か
ら
、

年
久
し
く
仕
へ
し
老ら
う

姥ぼ

、
朝
々
茶
な
ど
持
ち
来
た
り
て
権
九
郎
へ
給
仕
し
け
る
が
、
あ
る

時
申
し
け
る
は
、
主
人
の
鼓
も
は
な
は
だ
上
達
の
よ
し
申
し
け
れ
ば
、
権
九
郎
も
②
を
か

し
き
事
に
思
ひ
て
、
常
に
鼓
は
聞
け
ど
手
馴な

れ
し
事
に
も
あ
ら
ず
、
我
が
職
分
の
上
達
を

知
る
訳
を
尋
ね
笑
ひ
け
れ
ば
、
老
姥
答
へ
て
、「
わ
れ
、
親
新
九
郎
鼓
を
数
年
聞
き
け
る

に
、
朝
々
煎せ
ん

じ
け
る
茶ち

ゃ

釜が
ま

へ
音
ご
と
に
響
き
聞
こ
え
は
べ
る
。
こ
れ
ま
で
権
九
郎
鼓
は
そ

の
事
な
き
と
こ
ろ
、
こ
の
四
、
五
日
は
鼓
の
音
ご
と
に
茶
釜
へ
響
き
け
る
ゆ
ゑ
、
さ
て
こ

そ
上
達
を
知
り
は
べ
る
。」
と
答
へ
け
る
と
な
り
。
③
年
久
し
く
耳
馴
る
れ
ば
、
自
然
と

微
妙
に
よ
し
悪あ

し
も
分
か
る
も
の
と
、
権
九
郎
も
感
じ
け
る
と
な
り
。

�

（
根ね

岸ぎ
し

鎮や
す

衛も
り

「
耳み

み

囊ぶ
く
ろ

」
よ
り
）

＊
出
精
し
け
れ
ど
も
＝
精
を
出
し
て
い
た
け
れ
ど
も
。

＊
老
姥
＝
年
を
と
っ
た
女
性
。

＊

＊
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問
一　

―
―
線
①
「
心
に
落
ち
ざ
る
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

あ
き
ら
め
き
れ
な
い　
　
　

イ　

興
味
が
わ
か
な
い

ウ　

任
せ
ら
れ
な
い　
　
　
　
　

エ　

満
足
で
き
な
い

問
二　

―
―
線
②
「
を
か
し
き
事
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

風
流
な
こ
と　
　
　

イ　

感
心
な
こ
と

ウ　

奇
妙
な
こ
と　
　
　

エ　

愉
快
な
こ
と

問
三　

―
―
線
③
「
年
久
し
く
耳
馴
る
れ
ば
」
の
主
語
は
だ
れ
か
。
文
章
中
か
ら
抜
き
出

し
て
書
け
。�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
四　

権
九
郎
の
「
職
分
の
上
達
」
を
知
っ
た
理
由
を
、
老
姥
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
か
。
四
十
字
以
内
の
現
代
語
で
書
け
。

�

５　
次
の
文
章
は
、「
平
家
物
語
」
の
一
節
で
、
一
の
谷
の
合
戦
で
捕
ら
え
ら
れ
た
平

た
い
ら
の

重し
げ

衡ひ
ら

が
、
鎌
倉
に
送
ら
れ
て
い
く
途
中
、
自
分
の
境
遇
に
つ
い
て
思
い
め
ぐ
ら
す
場

面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

都
を
出い

で
て
、
日
数
経ふ

れ
ば
、
弥や

よ
ひ生

も
な
か
ば
過
ぎ
、
春
も
す
で
に
暮
れ
な
ん
と
す
。

遠
山
の
花
は
残の
こ

ん
の
雪
か
と
見
え
て
、
浦
々
島
々
霞か

す

み
わ
た
り
、
来こ

し
方
行
く
末
の
事
ど

も
思
ひ
つ
づ
け
た
ま
ふ
に
、「
さ
れ
ば
こ
れ
は
い
か
な
る
宿し
ゅ
く

業ご
ふ

の
う
た
て
さ
ぞ
。」
と
の
た

ま
ひ
て
、
①
た
だ
つ
き
せ
ぬ
も
の
は
涙
な
り
。

御お
ん

子こ

の
一
人
も
②
お
は
せ
ぬ
事
を
、
母
の
二に

位ゐ

殿ど
の

も
嘆
き
、
北き

た

の
方か

た

大だ
い

納な

言ご
ん

典の
す

侍け

殿ど
の

も

本ほ

意い

な
き
こ
と
に
し
て
、
よ
ろ
づ
の
神
仏
に
祈
り
申
さ
れ
け
れ
ど
も
、
そ
の
し
る
し
な
し
。

「
か
し
こ
う
ぞ
な
か
り
け
る
。
子
だ
に
あ
ら
ま
し
か
ば
、
い
か
に
心
苦
し
か
ら
ん
。」
と�

〘⎜〘

〙⎜〙

＊

＊

＊
＊

の
た
ま
ひ
け
る
こ
そ
、
せ
め
て
の
事
な
れ
。

小さ

よ夜
の
中な

か

山や
ま

に
か
か
り
た
ま
ふ
に
も
、
④
ま
た
越
ゆ
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ね
ば
、
い
と
ど

あ
は
れ
の
数
そ
ひ
て
、
袂た
も
と

ぞ
い
た
く
ぬ
れ
ま
さ
る
。

＊�

い
か
な
る
宿
業
の
う
た
て
さ
ぞ
＝
ど
う
い
う
前
世
の
報
い
に
よ
る
つ
ら
さ
な
の
だ
ろ
う

か
。

＊
北
の
方
大
納
言
典
侍
殿
＝
平
重
衡
の
奥
方
。

＊
本
意
な
き
こ
と
＝
残
念
な
こ
と
。

＊
か
し
こ
う
ぞ
な
か
り
け
る
＝
な
く
て
よ
か
っ
た
。

＊
小
夜
の
中
山
＝
現
在
の
静
岡
県
に
あ
っ
た
坂
道
。

問
一　

―
―
線
①
「
た
だ
つ
き
せ
ぬ
も
の
は
涙
な
り
」
と
は
、「
と
め
ど
な
く
涙
が
流
れ

る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
意
味
を
比ひ

喩ゆ

的
に
表
現
し
て
い

る
部
分
を
、
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。

　

�

問
二　

―
―
線
②
「
お
は
せ
ぬ
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
書
け
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
三　

―
―
線
③
「
の
た
ま
ひ
け
る
」
と
あ
る
が
、
平
重
衡
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ

て
い
る
か
。
わ
か
り
や
す
く
書
け
。

　

�

問
四　

―
―
線
④
「
ま
た
越
ゆ
べ
し
と
も
お
ぼ
え
ね
ば
」
の
口
語
訳
と
し
て
最
も
適
切
な

も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

再
び
越
え
る
つ
も
り
に
も
な
れ
な
い
の
で

イ　

再
び
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で

ウ　

再
び
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
も
思
う
の
で

エ　

再
び
越
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で

③
＊

〘⎜〘

〙⎜〙

〘⎜〘

〙⎜〙

〘⎜〘

〙⎜〙
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１　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

那な

須す

の
黒く

ろ

羽ば
ね

と
い
ふ
所
に
知
る
人
あ
れ
ば
、
こ
れ
よ
り
野の

越ご

え
に
か
か
り
て
、
直す

ぐ

道み
ち

を

行
か
む
と
す
。
は
る
か
に
一い
っ

村そ
ん

を
見
か
け
て
行
く
に
、
雨
降
り
日
暮
る
る
。
農
夫
の
家
に

一
夜
を
借
り
て
、
明あ

く
れ
ば
ま
た
野
中
を
行
く
。
そ
こ
に
野の

飼が

ひ
の
馬
あ
り
。
①
草
刈
る

男を
の
こ

に
嘆
き
寄
れ
ば
、
野や

夫ぶ

と
い
へ
ど
も
さ
す
が
に
情
け
知
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ず
、

「
い
か
が
す
べ
き
や
、
さ
れ
ど
も
こ
の
野
は
縦
横
に
分
か
れ
て
、
う
ひ
う
ひ
し
き
旅
人

の
道
踏
み
違た
が

へ
む
、
②
あ
や
し
う
は
べ
れ
ば
、
こ
の
馬
の
と
ど
ま
る
所
に
て
馬
を
返
し
た

ま
へ
。」
と
貸
し
は
べ
り
ぬ
。
小
さ
き
者
二
人
、
馬
の
あ
と
慕
ひ
て
走
る
。
一
人
は
小こ

姫ひ
め

に
て
名
を
か
さ
ね
と
い
ふ
。
聞
き
慣
れ
ぬ
名
の
優
し
か
り
け
れ
ば
、

　

か
さ
ね
と
は
八や

重へ 

撫な
で

子し
こ

の
名
な
る
べ
し　
　

曾そ

良ら

や
が
て
人
里
に
至
れ
ば
、
④
価あ

た
ひ

を
鞍く

ら

つ
ぼ
に
結
び
付
け
て
馬
を
返
し
ぬ
。

�

（「
奥お

く

の
細ほ

そ

道み
ち

」
よ
り
）

＊
那
須
＝
現
在
の
栃
木
県
那
須
郡
。

＊
直
道
＝
ま
っ
す
ぐ
な
道
。
近
い
道
。

＊
見
か
け
て
＝
目
指
し
て
。

＊
嘆
き
寄
れ
ば
＝
近
寄
っ
て
、
強
く
お
願
い
す
る
こ
と
。　

＊
野
夫
＝
い
な
か
の
男
。

＊
い
か
が
す
べ
き
や
＝
ど
う
す
る
の
が
よ
い
か
な
あ
。　

＊
う
ひ
う
ひ
し
き
＝
土
地
の
様
子
に
慣
れ
な
い
。

＊
小
姫
＝
少
女
。

＊
優
し
か
り
け
れ
ば
＝
優
雅
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
。　

＊
撫
子
＝
八
、
九
月
ご
ろ
花
を
つ
け
る
野
草
。

＊
鞍
つ
ぼ
＝
馬
の
鞍
の
、
人
が
ま
た
が
る
低
く
な
っ
た
部
分
。　

問
一　

―
―
線
①
「
草
刈
る
男
に
嘆
き
寄
れ
ば
」
と
あ
る
が
、
何
を
お
願
い
し
た
の
か
。

最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

③

＊

ア　

私
の
馬
を
休
ま
せ
て
ほ
し
い
。

イ　

も
う
一
晩
宿
を
貸
し
て
ほ
し
い
。

ウ　

案
内
で
き
る
少
女
を
探
し
て
ほ
し
い
。

エ　

馬
を
ひ
い
て
案
内
し
て
ほ
し
い
。

オ　

し
ば
ら
く
雨
宿
り
を
さ
せ
て
ほ
し
い
。

問
二　

―
―
線
②
「
あ
や
し
う
は
べ
れ
ば
」
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

⑴　

「
あ
や
し
う
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
け
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵　

こ
こ
で
の
「
あ
や
し
う
は
べ
れ
ば
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か

ら
選
べ
。

ア　

珍
し
い
で
す
の
で　
　

イ　

卑い
や

し
い
身
分
で
す
の
で

ウ　

心
配
で
す
の
で　
　
　

エ　

気
味
が
悪
そ
う
で
す
の
で

問
三　

曾
良
の
詠よ

ん
だ｢

か
さ
ね
」
の
句
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選

べ
。

ア　

か
さ
ね
と
は
、
少
女
の
名
前
で
な
く
、
八
重
撫
子
の
名
が
ふ
さ
わ
し
い
だ
ろ
う
。

イ　

名
を
か
さ
ね
と
い
う
か
ら
に
は
、
少
女
を
花
に
た
と
え
た
ら
八
重
撫
子
だ
ろ
う
。

ウ　

花
び
ら
の
重
な
っ
た
撫
子
だ
か
ら
、
八
重
撫
子
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

エ　

か
さ
ね
と
は
、
八
重
撫
子
の
名
で
は
な
く
、
少
女
の
名
前
で
あ
る
べ
き
だ
。

オ　

か
さ
ね
と
は
、
優
雅
な
八
重
撫
子
の
名
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

問
四　

―
―
線
③
「
や
が
て
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

ま
も
な
く　
　
　

イ　

無
事
に　
　

ウ　

そ
の
ま
ま

エ　

結
局
は　
　
　
　

オ　

や
っ
と
の
こ
と
で

問
五　

―
―
線
④
「
価
」
と
は
何
の
こ
と
か
。
現
代
語
で
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。

　

�

〘⎜〘

〙⎜〙

〘⎜〘

〙⎜〙

第
10
講
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２　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

物
ま
な
び
す
る
と
も
が
ら
、
古ふ

る

言こ
と

の
、
し
か
い
ふ
も
と
の
意こ

こ
ろ

を
知
ら
ま
ほ
し
く
し
て
、

人
に
も
ま
づ
問
ふ
こ
と
常
な
り
。
し
か
い
ふ
も
と
の
意
と
は
、
た
と
へ
ば
、
天あ
め

と
い
ふ
は

い
か
な
る
意
ぞ
、
地つ
ち

と
い
ふ
は
い
か
な
る
意
ぞ
、
と
い
ふ
㋐
た
ぐ
ひ
な
り
。
こ
れ
も
学
び

の
一
つ
に
て
、
①
さ
も
あ
る
べ
き
こ
と
に
は
あ
れ
ど
も
、
さ
し
あ
た
り
て
㋑
む
ね
と
す
べ

き
わ
ざ
に
は
あ
ら
ず
。
大
か
た
い
に
し
へ
の
言
は
、
し
か
い
ふ
も
と
の
意
を
知
ら
む
よ
り

は
、
古
人
の
用
ひ
た
る
意
を
よ
く
あ
き
ら
め
知
る
べ
き
な
り
。
用
ひ
た
る
意
を
だ
に
よ
く

あ
き
ら
め
な
ば
、
し
か
い
ふ
も
と
の
意
は
、
知
ら
で
も
あ
る
べ
き
な
り
。
そ
も
そ
も
㋒
よ

ろ
づ
の
こ
と
、
ま
づ
そ
の
本
を
よ
く
あ
き
ら
め
て
、
末
を
ば
後
に
す
べ
き
は
、
論
な
け
れ

ど
、
し
か
の
み
に
も
あ
ら
ぬ
わ
ざ
に
て
、
あ
こ
と
の
さ
ま
に
よ
り
て
は
、

Ａ

よ
り
ま

づ
も
の
し
て
、
後
に

Ｂ

へ
は
さ
か
の
ぼ
る
べ
き
も
あ
る
ぞ
か
し
。
大
か
た
言
の
も
と

の
意
は
知
り
が
た
き
わ
ざ
に
て
、
わ
れ
考
へ
え
た
り
と
思
ふ
も
、
②
あ
た
れ
り
や
あ
ら
ず

や
、
定
め
が
た
く
、
多
く
は
あ
た
り
が
た
き
わ
ざ
な
り
。
さ
れ
ば
い
こ
と
の
は
の
学
問
は
、

そ
の
も
と
の
意
を
知
る
こ
と
を
ば
の
ど
め
お
き
て
、
㋓
か
へ
す
が
へ
す
も
、

Ｃ

意
を
、

心
を
つ
け
て
よ
く
あ
き
ら
む
べ
き
わ
ざ
な
り
。
た
と
ひ
そ
の
も
と
の
意
は
よ
く
あ
き
ら
め

た
ら
む
に
て
も
、
い
か
な
る
と
こ
ろ
に
つ
か
ひ
た
り
と
い
ふ
う
こ
と
を
知
ら
で
は
、
何
の

か
ひ
も
な
く
、
お
の
が
歌
文
に
用
ふ
る
に
も
、
ひ
が
ご
と
の
あ
る
な
り
。
今
の
世
、
古
学

を
す
る
と
も
が
ら
な
ど
、
こ
と
に
、
す
こ
し
遠
き
え
こ
と
と
い
へ
ば
、
ま
づ

Ｄ

意
を

知
ら
む
と
の
み
し
て
、
用
ひ
た
る
意
を
ば
考
へ
む
と
も
せ
ざ
る
故
に
、
お
の
が
つ
か
ふ
に
、

い
み
じ
き

Ｅ

の
み
多
き
ぞ
か
し
。

（
本も

と

居お
り

宣の
り

長な
が

「
玉た

ま

勝か
つ

間ま

」
よ
り
）

＊
と
も
が
ら
＝
仲
間
た
ち
。　
　
　

＊
も
と
の
意
＝
語
源
（
語
原
）。

＊
あ
き
ら
め
＝
明
ら
か
に
し
て
。　
　
　

＊
の
ど
め
お
き
て
＝
延
ば
し
て
お
い
て
。

＊
ひ
が
ご
と
＝
見
当
違
い
。

問
一　
　
　

線
㋐
～
㋓
の
語
の
文
章
中
で
の
意
味
を
、
次
か
ら
一
つ
ず
つ
選
べ
。

㋐　

ア　

比
較　
　
　

イ　

違
い　
　
　

ウ　

意
味
合
い

エ

種
類

オ

両
面

㋑　

ア　

意
味　
　
　

イ

趣
き

ウ

主
な
こ
と

エ

学
問

オ

目
標

㋒　

ア　

あ
ら
ゆ
る
こ
と　
　

イ　

世
間
の
出
来
事　
　

ウ　

た
く
さ
ん
の
言
葉

＊

＊

＊＊

＊

エ

知
ら
な
い
こ
と　
　

オ　

調
べ
た
い
こ
と

㋓　

ア　

何
と
し
て
も　
　
　

イ

一
通
り

ウ

残
念
な
が
ら

エ

念
入
り
に

オ

と
り
あ
え
ず

問
二　

―
―
線
①
「
さ
も
あ
る
べ
き
こ
と
」、
②
「
あ
た
れ
り
や
あ
ら
ず
や
」
を
そ
れ
ぞ

れ
口
語
訳
せ
よ
。

①　

�

②　

�

問
三　
　
　

線
あ
～
え
の
「
こ
と
」
は
、
漢
字
に
す
る
と
、「
言
」、「
事
」
の
い
ず
れ
か

に
な
る
。「
言
」
に
あ
た
る
も
の
を
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

（　
　
　

・

）

問
四　

Ａ
～
Ｅ
に
は
、
す
べ
て
文
章
中
に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
が
入
る
。
Ａ
・
Ｂ

は
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
一
字
、
Ｃ
・
Ｄ
は
そ
れ
ぞ
れ
七
字
、
Ｅ
は
ひ
ら
が
な
だ
け
の
一
単

語
を
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。

Ａ

　
　

Ｂ

　
　

Ｃ

Ｄ

　
　

Ｅ

問
五　

こ
の
文
章
で
、
筆
者
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
と
き
、

⑴
・
⑵
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
指
定
さ
れ
た
字
数
の
現
代
語
で

書
け
。

「
古
言
」（
古
い
言
葉
）
を
研
究
す
る
に
は
、
と
も
す
れ
ば
⑴
（
五
字
）
す
る
傾
向

が
あ
る
が
、
そ
れ
を
第
一
の
研
究
目
的
と
す
べ
き
で
は
な
く
、
⑵
（
十
五
字
以
内
）

す
る
こ
と
が
い
ち
ば
ん
大
切
で
あ
る
。

⑴

⑵

〘⎜〘

〙⎜〙

〘⎜〘

〙⎜〙

〘⎜〘

〙⎜〙
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３　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

す
べ
て
世
の
中
の
㋐
あ
り
に
く
く
、
我
が
身
と
栖す

み
か

と
の
、
は
か
な
く
、
あ
だ
な
る
さ
ま
、

ま
た
か
く
の
ご
と
し
。
い
は
む
や
、
所
に
よ
り
、
身
の
程
に
し
た
が
ひ
つ
つ
、
心
を
な
や

ま
す
こ
と
は
、
あ
げ
て
数
ふ
べ
か
ら
ず
。

も
し
、
お
の
れ
が
身
、
㋑
数
な
ら
ず
し
て
、
権
門
の
か
た
は
ら
に
居を

る
も
の
は
、
深
く

よ
ろ
こ
ぶ
こ
と
あ
れ
ど
も
、
大
き
に
た
の
し
む
に
能あ
た

は
ず
。
な
げ
き
切
な
る
と
き
も
、
声

を
あ
げ
て
泣
く
こ
と
な
し
。
進し
ん

退だ
い

や
す
か
ら
ず
、
起た

ち

居ゐ

に
つ
け
て
、
恐
れ
を
の
の
く
さ
ま
、

た
と
へ
ば
、
①
雀す

ず
め

の
鷹た

か

の
巣
に
近
づ
け
る
が
ご
と
し
。
も
し
、
貧
し
く
し
て
、
富
め
る
家

の
と
な
り
に
居
る
も
の
は
、
朝
夕
す
ぼ
き
姿
を
恥
ぢ
て
、
へ
つ
ら
ひ
つ
つ
出い

で
入
る
。
妻

子
・
僮ど
う

僕ぼ
く

の
羨う

ら
や

め
る
さ
ま
を
見
る
に
も
、
②
福ふ

く

家か

の
人
な
い
が
し
ろ
な
る
け
し
き
を
聞
く

に
も
、
心
念
々
に
動
き
て
、
時
と
し
て
安
か
ら
ず
。

も
し
、
せ
ば
き
地
に
居
れ
ば
、
近
く
炎
上
あ
る
時
、
そ
の
災
わ
ざ
は
ひ

を
逃
る
る
こ
と
な
し
。

も
し
、
辺へ
ん

地ぢ

に
あ
れ
ば
、
往わ

う

反へ
ん

わ
づ
ら
ひ
多
く
、
盗
賊
の
難
は
な
は
だ
し
。
ま
た
、
③
い

き
ほ
ひ
あ
る
も
の
は
貪ど
ん

欲よ
く

ふ
か
く
、
ひ
と
り
身
な
る
も
の
は
人
に
㋒
か
ろ
め
ら
る
。
財
あ

れ
ば
お
そ
れ
多
く
、
貧
し
け
れ
ば
う
ら
み
切
な
り
。
人
を
頼
め
ば
、
身
、
他
の
有
な
り
。

人
を
は
ぐ
く
め
ば
、
心
、
恩
愛
に
つ
か
は
る
。
世
に
し
た
が
へ
ば
、
身
く
る
し
。
し
た
が

は
ね
ば
、
④
狂
せ
る
に
似
た
り
。
い
づ
れ
の
所
を
占
め
て
、
い
か
な
る
わ
ざ
を
し
て
か
、

し
ば
し
も
こ
の
身
を
宿
し
、
た
ま
ゆ
ら
も
心
を
休
む
べ
き
。�
（「
方
丈
記
」
よ
り
）

＊
権
門
＝
権
勢
の
あ
る
人
の
家
。　
　
　

＊
す
ぼ
き
姿
＝
み
す
ぼ
ら
し
い
姿
。

＊
僮
僕
＝
召
使
い
の
少
年
。　
　
　

＊
念
々
に
＝
瞬
時
に
。

＊
往
反
＝
こ
こ
で
は
、
京
都
へ
の
往
復
。　
　
　

＊
た
ま
ゆ
ら
＝
わ
ず
か
の
間
。

問
一　
　
　

線
㋐
「
あ
り
に
く
く
」、
㋑
「
数
な
ら
ず
し
て
」、
㋒
「
か
ろ
め
ら
る
」
の
文

章
中
で
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

㋐　

ア　

あ
り
が
た
く　
　
　
　

イ　

手
に
入
れ
に
く
く

　
　

ウ　

存
在
し
に
く
く　
　
　

エ　

暮
ら
し
に
く
く

㋑　

ア　

と
る
に
足
り
な
い
人
物
で　
　
　

イ　

数
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で

　
　

ウ　

人
数
が
不
足
し
て
い
て　
　
　
　

エ　

財
産
は
は
か
り
知
れ
な
く
て

㋒　

ア　

身
軽
に
思
わ
れ
る�　
　
　

イ　

ば
か
に
さ
れ
る

＊

＊

＊

＊

＊

＊

　
　

ウ　

と
ら
わ
れ
る　
　
　
　

�　

エ　

か
ら
ま
れ
る

問
二　

―
―
線
①
「
雀
の
鷹
の
巣
に
近
づ
け
る
が
ご
と
し
」
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答

え
よ
。

⑴　

「
雀
の
鷹
の
巣
に
近
づ
け
る
が
ご
と
し
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
た
と
え

て
い
る
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

　

ア　

危
険
に
満
ち
た
様
子

　

イ　

自
ら
わ
な
に
か
か
る
様
子

　

ウ　

気
が
ね
し
て
び
く
つ
く
様
子

　

エ　

事
が
簡
単
で
あ
る
様
子

⑵　

「
鷹
」
は
、
何
を
た
と
え
た
も
の
か
。
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
三　

―
―
線
②
「
福
家
」
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら
抜

き
出
し
て
書
け
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
四　

―
―
線
③
「
い
き
ほ
ひ
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
、
す
べ
て
カ
タ
カ
ナ
で
書

け
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
五　

―
―
線
④
「
狂
せ
る
に
似
た
り
」
と
対
比
さ
れ
て
い
る
部
分
を
、
文
章
中
か
ら
抜

き
出
し
て
書
け
。

�

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
六　

こ
の
文
章
の
内
容
と
異
な
る
も
の
を
次
か
ら
二
つ
選
べ
。

ア　

こ
の
世
で
は
、
生
活
環
境
や
境
遇
に
よ
っ
て
心
労
が
多
い
。

イ　

金
持
ち
も
そ
う
で
な
い
者
も
、
そ
れ
ぞ
れ
心
労
は
た
え
な
い
。

ウ　

権
勢
の
あ
る
者
は
欲
望
に
と
ら
わ
れ
に
く
い
。

エ　

権
勢
の
あ
る
人
の
隣
に
住
む
庶
民
は
気
楽
だ
。

オ　

人
の
世
話
を
す
る
と
恩
情
が
生
じ
て
自
由
が
な
く
な
る
。

〘⎜〘

〙⎜〙

〘⎜〘

〙⎜〙

〘⎜〘

〙⎜〙

〘⎜〘

〙⎜〙
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４　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
よ
。

除ぢ

目も
く

に
司つ

か
さ

得
ぬ
人
の
家
。
今
年
は
か
な
ら
ず
と
聞
き
て
、
は
や
う
あ
り
し
者
ど
も
の
ほ

か
ほ
か
な
り
つ
る
、
田ゐ
な
か舎
だ
ち
た
る
所
に
住
む
も
の
ど
も
な
ど
、
み
な
あ
つ
ま
り
き
て
、

出い

で
入い

る
車
の
轅な

が
え

も
ひ
ま
な
く
見
え
、
物
ま
う
で
す
る
供と

も

に
、
我
も
我
も
と
ま
ゐ
り
つ
か

う
ま
つ
り
、
も
の
く
ひ
、
酒
の
み
、
①
の
の
し
り
あ
へ
る
に
、
は
つ
る
暁

あ
か
つ
き

ま
で
門か

ど

た
た

く
音
も
せ
ず
、あ
や
し
う
な
ど
耳
立
て
て
き
け
ば
、前さ

駆き

お
ふ
こ
ゑ
ご
ゑ
な
ど
し
て
、上か

ん

達だ
ち

部め

な
ど
み
な
出
で
給
ひ
ぬ
。
も
の
き
き
に
、
宵よ

ひ

よ
り
さ
む
が
り
わ
な
な
き
を
り
け
る
下げ

衆す

男を
と
こ

、
②
い
と
物
う
げ
に
あ
ゆ
み
く
る
を
、
見
る
者
ど
も
は
え
問
ひ
に
だ
に
も
問
は
ず
。
外ほ

か

よ
り
き
た
る
者
な
ど
ぞ
、「
殿
は
な
に
に
か
な
ら
せ
給
ひ
た
る
」
な
ど
と
ふ
に
、
い
ら
へ

に
は
、
③
「
な
に
の
前ぜ

ん

司じ

に
こ
そ
は
」
な
ど
ぞ
か
な
ら
ず
い
ら
ふ
る
。
ま
こ
と
に
た
の
み

け
る
も
の
は
、
い
と
な
げ
か
し
と
お
も
へ
り
。
つ
と
め
て
に
な
り
て
、
ひ
ま
な
く
を
り
つ

る
者
ど
も
、
ひ
と
り
ふ
た
り
す
べ
り
い
で
て
往い

ぬ
。
ふ
る
き
者
ど
も
の
、
さ
も
④
え
行
き

離
る
ま
じ
き
は
、
来
年
の
国
々
、
手
を
折
り
て
う
ち
か
ぞ
へ
な
ど
し
て
、
ゆ
る
ぎ
あ
り
き

た
る
も
、
い
と
ほ
し
う
す
さ
ま
じ
げ
な
り
。�

（「
枕
草
子
」
よ
り
）

＊�

除
目
＝
役
人
を
任
命
す
る
行
事
。
こ
こ
で
は
、
国
司
な
ど
の
地
方
官
任
命
の
行
事
で
あ

る
「
県あ
が
た

召め

し
の
除
目
」。
審
議
は
夜
中
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
。

＊
司
＝
官
職
。

＊�

は
や
う
あ
り
し
者
ど
も
の
ほ
か
ほ
か
な
り
つ
る
、
田
舎
だ
ち
た
る
所
に
住
む
も
の
ど
も

＝
昔
仕
え
て
い
た
が
、
今
は
、
ほ
か
の
家
に
仕
え
て
い
る
人
た
ち
や
、
都
に
住
ん
で
い

な
い
人
た
ち
。

＊
轅
＝
牛ぎ
っ

車し
ゃ

の
前
に
突
き
出
し
た
二
本
の
棒
。　

＊
ひ
ま
＝
す
き
ま
。

＊
物
ま
う
で
＝
こ
こ
で
は
、
任
官
が
か
な
う
よ
う
に
神
社
な
ど
に
詣も
う

で
る
こ
と
。

＊
前
駆
お
ふ
＝
高
貴
な
身
分
の
人
が
通
る
時
に
、
道
を
あ
け
さ
せ
る
こ
と
。

＊
上
達
部
＝
高
位
の
官
職
に
あ
る
貴
族
。

＊
出
で
＝
こ
こ
で
は
、
宮
中
か
ら
退
出
し
て
く
る
こ
と
。

＊
下
衆
男
＝
召
し
使
い
の
男
。　
　
　

＊
外
よ
り
き
た
る
者
＝
事
情
を
知
ら
な
い
人
。

＊
た
の
み
け
る
＝
期
待
し
て
い
た
。　
　

＊
つ
と
め
て
＝
朝
方
。　

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊
＊

＊

＊

問
一　

―
―
線
①
「
の
の
し
り
あ
へ
る
」
の
意
味
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

ア　

け
ん
か
を
し
て
い
る　
　

イ　

悪
口
を
言
い
合
っ
て
い
る

ウ　

お
祝
い
を
し
て
い
る������

エ　

大
声
で
さ
わ
い
で
い
る

問
二　

―
―
線
②
「
い
と
物
う
げ
に
あ
ゆ
み
く
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
、「
官
職
」

「
期
待
」
の
二
語
を
使
っ
て
、
三
十
字
以
内
で
書
け
。

�

問
三　

―
―
線
③
「『
な
に
の
前
司
に
こ
そ
は
』
な
ど
ぞ
か
な
ら
ず
い
ら
ふ
る
」
に
つ
い

て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

⑴　

「
い
ら
ふ
る
」
に
対
応
す
る
主
語
を
、
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。

�

〔　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

〕

⑵　

「
前
司
」
と
は
「
前
の
国
司
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、「
な
に
の
前
司
に
こ

そ
は
」
と
答
え
る
心
情
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

　

ア　

も
う
一
度
国
司
を
務
め
た
い
と
い
う
希
望
を
表
す
気
持
ち
。

　

イ　

新
た
な
国
司
で
な
い
こ
と
を
残
念
に
思
う
気
持
ち
。

　

ウ　

国
司
を
務
め
た
経
歴
を
も
つ
こ
と
を
謙
遜
す
る
気
持
ち
。

　

エ　

前
の
国
司
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
思
う
気
持
ち
。

問
四　

―
―
線
④
「
え
行
き
離
る
ま
じ
き
」
に
つ
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
よ
。

⑴　

「
え
行
き
離
る
ま
じ
き
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
べ
。

　

ア　

そ
の
家
か
ら
離
れ
た
く
な
い　
　

イ　

そ
の
家
か
ら
離
れ
る
べ
き
で
は
な
い

　

ウ　

そ
の
家
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い������

エ　

そ
の
家
か
ら
離
れ
て
は
い
け
な
い

⑵　

「
え
行
き
離
る
ま
じ
き
」
の
後
に
省
略
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら
三

字
で
抜
き
出
し
て
書
け
。�

問
五　

こ
の
文
章
の
主
題
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
と
き
、

に
あ
て
は
ま
る
適
切

な
言
葉
を
文
章
中
か
ら
四
字
で
抜
き
出
し
て
書
け
。�

き
も
の

SAM
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ら
し
い（
小
さ
い
）指
で
つ
ま
ん
で
、
大
人
に
見
せ
て
い
る
姿
は
、
と
て
も
か
わ

い
ら
し
い
。

₂

⑴

す
じ　
　

⑵　

つ
め
ぎ
は
に
～
案
じ
て
指
せ

解
説　

⑵　

終
わ
り
に
「
と
」
を
入
れ
な
い
よ
う
に
注
意
す
る
。

口
語
訳　

私
の
母
は
、
何
と
か
い
う
名
人
の
弟
子
で
あ
っ
て
、
将
棋
が
と
て
も
強

い
。
母
が
言
っ
た
こ
と
に
は
、「
勝
負
の
最
後
の
段
階
に
な
っ
て
あ
れ
こ
れ
考
え

る
の
は
、
初
心
者
の
段
階
で
あ
る
。（
だ
か
ら
）
初
め
の
う
ち
か
ら
、
詰
め
の
段

階
を
考
え
て
将
棋
を
指
せ
。」
と
（
言
っ
て
い
た
）。
囲
碁
を
打
つ
時
に
も
、
ま

だ
上
手
で
な
い
者
は
、
み
っ
と
も
な
い
手
を
打
つ
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
な
打

ち
方
に
従
う
こ
と
が
碁
の
道
理
な
の
で
あ
る
。
普
通
に
は
、（
み
っ
と
も
な
い
手

を
）打
っ
た
あ
と
で
、（
未
熟
な
者
は
）人
に
笑
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
る
。

₃

⑴

一
日
中　
　

⑵　

子
（
鶏
の
子
）

解
説　

⑴　

一
日
中
を
「
ひ
ね
も
す
」
と
い
う
の
に
対
し
て
、「
一
晩
中
」
を
「
よ

も
す
が
ら
」
と
い
う
。

⑵

鶏
の
親
が
「
あ
た
た
む
」
の
は
「
卵
」
で
あ
る
が
、
本
文
中
で
は
「
子
」。

口
語
訳　

ま
た
、
鶏
が
卵
を
温
め
て
い
る
様
子
は
、
だ
れ
で
も
見
る
こ
と
で
あ
ろ

う
。
鶏
は
、
羽
毛
が
、
胸
と
卵
を
へ
だ
て
て
い
る
の
を
満
足
で
き
な
く
思
う
の

か
、
自
分
で
自
分
の
胸
の
羽
毛
を
く
い
む
し
っ
て
、
卵
を（
直
接
）肌
に
つ
け
て
、

一
日
中
こ
れ
を
温
め
る
。

■
確
認
テ
ス
ト
■

１　

問
一　

午
後
六
時　
　

問
二　

お
り
ふ
し　
　

問
三　

ゆ
り
す
え
た
だ
よ
え
ば

問
四　

あ
ふ
ぎ

解
説　

問
四　

現
代
か
な
づ
か
い
を
歴
史
的
か
な
づ
か
い
に
直
す
問
題
。

口
語
訳　

こ
ろ
は
二
月
十
八
日
の
午
後
六
時
ご
ろ
の
こ
と
だ
っ
た
が
、
折
か
ら
、

北
風
が
激
し
く
吹
き
、
磯い
そ

に
打
ち
上
げ
る
波
も
高
か
っ
た
。
舟
は（
波
に
）ゆ
り

第
３
講
座　

古
文
の
基
礎
知
識
・
入
試
に
よ
く
出
る
問
題

○
古
文
の
基
礎
知
識

₁

⑴

陰
暦
八
月
十
五
日　
　

⑵　

私
が
長
年
連
れ
添
っ
て
き
た
妻
で
す

⑶

陰
暦
五
月
の
末　
　

⑷　

過
去
を
思
う
の
は

解
説　

⑴
・
⑶　
「
葉
月
」
は
陰
暦
八
月
、「
皐
月
」
は
陰
暦
五
月
の
こ
と
。「
つ

ご
も
り
」
は
「
月
の
末
日
」
ま
た
は
「
月
の
終
わ
り
ご
ろ
」
の
こ
と
。
一
年

の
終
わ
り
・
大
み
そ
か
の
こ
と
を
「
大
つ
ご
も
り
」
と
い
う
。

⑵

｢

年
ご
ろ
」
は
「
年
来
の
」「
長
年
の
」
の
意
味
。
現
代
語
と
は
ま
っ
た
く

意
味
が
異
な
る
。

⑷　
「
来
し
方
」
は
過
去
の
こ
と
。

₂

⑴

東
の
方
角
の
空　
　

⑵　

午
後
四
時
ご
ろ
で
あ
ろ
う
か

⑶

午
後
八
時
ご
ろ
、
都
の
南
東
の
方
か
ら
火
事
が
起
こ
っ
て
、
北
西
の
方
に
ま

で
燃
え
広
が
っ
た

解
説　

⑴　
「
卯
の
か
た
」
と
あ
る
の
で
、
方
向
で
東
。

⑵　
「
申
の
刻
」
は
午
後
四
時
、「
ば
か
り
に
や
」
は
「
…
…
こ
ろ
で
あ
っ
た
だ

ろ
う
か
」
の
意
。

⑶
「
辰
巳
」
は
「
巽
」
の
こ
と
、「
戌
亥
」
は
「
乾
」
の
こ
と
。

○
入
試
に
よ
く
出
る
問
題

₁

二
つ
三
つ
ば
か
り
な
る
ち
ご（
の
）

解
説　

直
前
の
行
の
「
ち
ご
の
」
の
「
の
」
が
主
格
を
表
す
こ
と
に
注
目
す
る
。

口
語
訳　

か
わ
い
ら
し
い
も
の
。瓜
に
か
い
た
赤
ん
坊
の
顔
。雀
の
子
が
、（
チ
ュ
ー

チ
ュ
ー
と
）
鼠ね
ず
み

の
鳴
き
ま
ね
を
す
る
と
、（
ピ
ョ
ン
ピ
ョ
ン
と
）
お
ど
り
な
が
ら

や
っ
て
来
る
の
。
二
、三
歳
く
ら
い
の
幼
児
が
急
い
で
這は

っ
て
来
る
途
中
に
、

ほ
ん
と
う
に
小
さ
い
塵ち
り

が
あ
っ
た
の
を
目
ざ
と
く
見
つ
け
て
、
と
て
も
か
わ
い

第₃講座
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第₃講座

た
内
容
が
、
引
用
の
助
詞
「
と
」
以
前
に
書
か
れ
て
い
る
。

問
二　
「
こ
の
か
り
琴
柱
参
ら
せ
候
は
ん
」
と
言
っ
て
持
っ
て
き
た
人
物
が
だ

れ
だ
っ
た
か
を
読
み
取
る
。
こ
の
話
の
出
来
事
の
中
心
で
あ
る
。

問
三　

女
房
た
ち
は
、
身
分
の
低
い
宿
直
人
が
琴
柱
の
形
状
を
知
ら
な
い
も
の

と
、
勝
手
に
思
い
こ
ん
で
い
た
が
、
宿
直
人
は
そ
れ
を
知
っ
て
い
た
の
で
あ

る
。
女
房
た
ち
は
、
そ
の
こ
と
に
驚
い
て
、「
こ
ま
ご
ま
と
教
へ
」
た
自
分

た
ち
を
恥
じ
合
っ
た
の
で
あ
る
。

口
語
訳　

あ
る
と
こ
ろ
で
、
女
官
た
ち
が
お
お
ぜ
い
で
箏そ
う

を
弾
い
て
い
た
と
こ
ろ
、

琴
柱
が
は
じ
け
飛
ん
で
な
く
な
っ
た
の
だ
が
、
適
当
な
人
も
い
な
か
っ
た
の

で
、
宿
直
人
が
見
え
た
の
を
呼
ん
で
、「
こ
の
前ぜ
ん

栽ざ
い

の
中
に
あ
る
、
楓か
え
で

の
木
の
二

ま
た
に
な
っ
た
こ
れ
く
ら
い
の
大
き
さ
の
を
、こ
の
よ
う
に
切
っ
て
来
な
さ
い
」

と
こ
ま
ど
ま
と
教
え
て（
切
り
取
ら
せ
に
）や
っ
た
。「
た
い
し
た
期
待
も
持
て
ま

い
」と
話
し
て
い
る
う
ち
に
、切
っ
て
持
っ
て
き
た
。
簾す
だ
れ

の
近
く
に
寄
っ
て
、「
こ

の
仮
の
琴
柱
を
差
し
上
げ
ま
し
ょ
う
」
と
言
っ
た
の
で
、
思
わ
ず
驚
き
あ
き
れ

て
、「
こ
ま
ご
ま
と
教
え
た
け
れ
ど
、
ど
ん
な
に
ば
か
げ
た
こ
と
だ
と
思
っ
た
こ

と
だ
ろ
う
」
と
、
皆
、
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
の
だ
っ
た
。

５　

問
一　

今
日
な
ん
～
ら
せ
ま
し　
　

問
二　

こ
そ　
　

問
三　

黄
の
粉
ま
ぶ
し
た
る
餅

解
説　

問
一　

主
人
の
言
っ
た
言
葉
の
範
囲
で
あ
る
。
終
わ
り
は
「
と
て
」
の
前

ま
で
で
あ
る
。

問
二　

続
く
内
容
が
「
よ
き
幸
ひ
な
れ
」
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
普
通
の

表
現
で
は
「
よ
き
幸
ひ
な
り
」
と
な
る
。
已
然
形
で
結
ん
で
い
る
の
で
、
係

り
結
び
の
法
則
に
よ
っ
て
係
助
詞
「
こ
そ
」
が
入
る
。

問
三　

直
前
に
「
い
と
固
か
り
け
れ
ば
」
と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
後
に
も

「
あ
ぶ
り
て
こ
そ
も
の
せ
め
」
と
あ
る
。

上
げ
ら
れ
、
ゆ
り
動
か
さ
れ
、
た
だ
よ
っ
て
い
た
の
で
、
扇
も
支
柱
に
固
定
せ

ず
に
ひ
ら
め
い
て
い
た
。

２　

問
一　

ア　
　

問
二　

ウ　
　

問
三　

こ
の
庭
の
～
く
り
給
へ

解
説　

問
二　
「
そ
う
す
べ
き
で
な
い
」「
そ
う
で
は
な
い
ほ
う
が
よ
い
」
の
意
。

問
三　

引
用
の
「
と
」
に
注
目
。

口
語
訳　

陰
陽
師
有
宗
入
道
が
、鎌
倉
か
ら
上
京
し
て
き
て
、（
私
を
）探
し
て
や
っ

て
き
た
が
、
ま
ず（
門
か
ら
）入
っ
て
、「
こ
の
庭
が
む
だ
に
広
い
こ
と
は
、
驚
き

あ
き
れ
た
こ
と
で
、
よ
ろ
し
く
な
い
こ
と
だ
。
道
理
を
心
得
て
い
る
者
は
（
何

か
を
）植
え
る
こ
と
に
努
力
す
る
も
の
だ
。（
人
の
通
る
）細
い
道
を
一
つ
残
し
て
、

全
部
畑
に
な
さ
い
ま
せ
」
と
忠
告
し
ま
し
た
。

　

な
る
ほ
ど
、
少
し
の
土
地
で
も
む
だ
に（
遊
ば
せ
て
）お
く
こ
と
は
、
無
益
な

こ
と
だ
。
食
物
・
薬
の
材
料
と
な
る
植
物
な
ど
を
植
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

３　

問
一　

エ　
　

問
二　

ア

解
説　

問
二　
「
物
」
と
は
子こ

猿ざ
る

の
こ
と
で
あ
る
。「
あ
る
男
」
は
木
の
下
に
い
る

の
で
、
子
猿
を
木
の
ま
た
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

口
語
訳　

あ
る
男
が
、
い
つ
も
猿
を
矢
で
射
て
い
た
。
あ
る
日
山
を
歩
い
て
い
る

と
、
大
猿
が
い
た
の
で
、
木
の
上
に
追
い
あ
げ
て
矢
を
射
た
と
こ
ろ
、
ね
ら
い

を
外
さ
ず（
大
猿
を
）射
と
め
た
。（
大
猿
は
）ま
さ
に
木
か
ら
落
ち
よ
う
と
し
た

が
、
い
っ
た
い
な
ん
で
あ
ろ
う
か
、
物
を
木
の
ま
た
に
置
く
よ
う
に
す
る
の
を

見
る
と
、（
そ
れ
は
）子
猿
で
あ
っ
た
。（
大
猿
は
）自
分
が
傷
を
負
っ
て
地
面
に
落

ち
そ
う
な
の
で
、
お
ぶ
っ
て
い
た
子
猿
を
助
け
よ
う
と
し
て
、
木
の
ま
た
に
置

こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

４　

問
一　

こ
の
前
栽
～
切
り
て
来　
　

問
二　

エ　
　

問
三　

ウ

解
説　

問
一　
「
と
こ
ま
か
に
教
へ
て
や
り
つ
」
と
あ
る
よ
う
に
、
教
え
て
や
っ
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第₃・第₄講座

第
４
講
座　

物
語
①

１　

問
一　

夜
ど
お
し　
　

問
二　

イ　
　

問
三　

草
木　
　

問
四　

エ

解
説　

問
一　
「
夜
ど
お
し
」
を
「
よ
も
す
が
ら
」
と
言
う
の
に
対
し
て
、「
一
日

中
」
を
「
ひ
ね
も
す
」
と
言
う
。
対
義
語
と
し
て
覚
え
て
お
く
と
よ
い
。

問
二　

文
脈
か
ら
考
え
る
。
昨
日
ま
で
青
々
と
茂
っ
て
い
た
木
が
今
日
に
は
も

う
枯
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。「
急
に
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
が
入
る
。

問
三　

田で
ん

真し
ん

が
紫し

荊け
い

樹じ
ゅ

の
枯
れ
た
様
子
を
見
て
言
っ
た
こ
と
を
押
さ
え
る
。

問
四　

兄
弟
は
な
ぜ
夜
ど
お
し
話
し
合
っ
た
の
か
を
押
さ
え
、
ま
た
、「
草
木

心
あ
り
て
…
…
わ
き
ま
へ
ざ
る
べ
し
や
」
の
会
話
の
内
容
を
し
っ
か
り
理
解

す
る
。

口
語
訳　

田
真
、
田で
ん

広こ
う

、
田で
ん

慶け
い

の
三
人
は
兄
弟
で
あ
る
。
親
が
死
ん
で
し
ま
っ
た

あ
と
、
財
産
を
三
つ
に
分
け
合
っ
た
の
で
あ
る
が
、
庭
に
紫
荊
樹
と
い
っ
て
、

枝
葉
が
り
っ
ぱ
で
、
花
も
咲
き
乱
れ
て
い
た
木
が
一
本
あ
っ
た
。
こ
の
木
を
も

三
つ
に
分
け
よ
う
と
夜
ど
お
し
三
人
で
相
談
し
た
が
、
夜
が
す
で
に
明
け
た
の

で
、
木
を
切
ろ
う
と
し
て
、
木
の
も
と
へ
行
く
と
、
昨
日
ま
で
り
っ
ぱ
に
茂
っ

て
い
た
木
が
、
急
に
枯
れ
て
し
ま
っ
た
。
田
真
が
こ
れ
を
見
て
、「
草
木
に
も
心

が
あ
っ
て
、
切
っ
て
分
け
よ
う
と
話
し
て
い
る
の
を
聞
い
て
枯
れ
て
し
ま
っ
た

の
だ
。
本
当
に
、
人
間
と
し
て
、
こ
の
木
の
心
を
わ
か
ら
な
い
で
よ
い
だ
ろ
う

か（
い
や
、
わ
か
る
べ
き
だ
）。」と
言
っ
て
、
分
け
な
い
で（
そ
の
ま
ま
に
し
て
）

お
い
た
と
こ
ろ
、
再
び
も
と
の
よ
う
に
元
気
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

２　

問
一　

ⓐ　

イ　

ⓑ　

ア　

ⓒ　

オ　
　

問
二　

エ　
　

問
三　

万
一
も
ち
に

問
四　

ウ　
　

問
五　

イ　
　

問
六　

小
利
口
な
ゆ
え
の
慢
心
は
、
災
い
を
招
く

も
と
に
な
る
こ
と
。（
二
十
四
字
）

解
説　

問
一　

ⓐ
「
汝な
ん
じ

ら
」
と
は
何
か
。　

ⓑ
前
の
段
落
に
あ
る
「
ぶ
ら
さ
が
り

口
語
訳　
「
な
ん
だ
ろ
う
。」
と
入
れ
物
の
ふ
た
を
取
っ
て
見
る
と
、
き
な
粉
を
ま

ぶ
し
た
餅も
ち

で
あ
る
。
主
人
は
喜
ん
で
、「
今
日
は
ご
ち
そ
う
も
な
く
も
の
足
り
な

く
思
っ
て
い
た
が
、
餅
が
手
に
入
っ
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
都
合
の
よ
い
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
餅
を
人
々
に
差
し
上
げ
よ
う
。」
と
言
っ
て
、
た
だ

ち
に
箸
を
取
り
出
し
て
、（
餅
を
）取
り
出
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
、
た
い
へ
ん
に

固
か
っ
た
の
で
、「
こ
れ
は
日
が
た
っ
て
い
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。（
火
で
）あ

ぶ
っ
て
食
べ
よ
う
。」SAM

PLE
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第₄講座

り
つ
け
て
つ
か
ま
っ
て
し
ま
う
の
は（
小
鳥
と
）同
じ
こ
と
で
あ
る
。
世
間
の
こ

ざ
か
し
い
人
は
、
皆
、
こ
の
ひ
よ
ど
り
と
同
じ
で
あ
る
。
自
分
の
知
恵
を
使
っ

て
、
ひ
と
た
び
成
し
遂
げ
た
こ
と
が
あ
る
と
、
自
慢
し
て
、
い
つ
も
こ
の
よ
う

に（
成
し
遂
げ
ら
れ
る
の
だ
）と
思
っ
て
し
ま
う
。
天
下
の
人
は
皆
愚
か
だ
ろ
う

か（
い
や
、
愚
か
で
あ
る
は
ず
が
な
い
）。
人
は
相
手
の
う
ま
い
や
り
方
を
知
っ

て
、
さ
ら
に
そ
の
上
の
手
を
打
つ
た
め
、
今
ま
で
う
ま
く
や
っ
た
こ
と
が
、
皆

む
だ
に
な
り
、（
そ
の
よ
う
な
悪
賢が
し
こ

さ
が
）か
え
っ
て
仇あ
だ

と
な
っ
て
、
わ
ざ
わ
い

を
ま
ね
く
こ
と
を（
世
間
の
こ
ざ
か
し
い
人
は
）知
ら
な
い
の
で
あ
る
。」

３　

問
一　

エ　
　

問
二　

亭
主
が
下
男
の
一
文
分
の
酢
を
売
ら
な
か
っ
た
行
為
に

対
し
て
。（
二
十
五
字
）　　

問
三　

ウ　
　

問
四　

銭　
　

問
五　

イ

解
説　

問
二
・
問
五　

わ
ず
か
な
額
だ
か
ら
と
、
一
文
分
の
商
売
を
大
切
に
し
よ

う
と
し
な
か
っ
た
下
男
の
態
度
を
い
ま
し
め
、
一
文
の
大
切
さ
を
教
え
る
た

め
に
、
亭
主
は
何
も
な
い
地
面
を
掘
ら
せ
た
の
で
あ
る
。

問
三　
「
や
う
や
く
」
の
音
便
で
「
か
ろ
う
じ
て
・
や
っ
と
」
の
意
味
の
副
詞
。

口
語
訳　

あ
る
時
、
夜
ふ
け
に
樋ひ
の

口く
ち

屋や

の
門
を
た
た
い
て
酢す

を
買
い
に
く
る
人
が

あ
っ
た
。
中
戸
を
隔
て
て
で
は
あ
る
が
、（
主
人
の
い
る
）奥
の
部
屋
に
は
、（
そ

の
様
子
が
）か
す
か
に
聞
こ
え
た
。下
男
が
目
を
覚
ま
し
、「
ど
れ
ほ
ど
で
す
か
。」

と
聞
く
。「
ご
め
ん
ど
う
で
し
ょ
う
が
一
文
分
を
。」
と
答
え
る
。（
た
っ
た
の
一

文
分
だ
け
だ
っ
た
の
で
下
男
は
）
寝
た
ふ
り
を
し
て
、
そ
の
あ
と
返
事
も
し
な

い
で
い
る
と
、（
客
は
）し
か
た
な
く
帰
っ
て
い
っ
た
。
夜
が
明
け
て
、
主
人
は

こ
の
下
男
を
呼
び
つ
け
て
、
何
の
用
も
な
い
の
に
、「
門か
ど

口ぐ
ち

を
三
尺
掘
れ
。」
と

言
う
。
主
人
の
命
令
に
従
っ
て
、
下
男
の
久
三
郎
は
、
も
ろ
肌
を
脱
い
で
鍬く
わ

を

取
り
、
堅
い
地
面
を
夢
中
に
な
っ
て
、
汗
び
っ
し
ょ
り
に
な
り
な
が
ら
や
っ
と

の
こ
と
で
掘
っ
た
。
そ
の
深
さ
が
三
尺
に
な
っ
た
と
き
、（
主
人
が
）「
銭
が
あ

る
は
ず
だ
が
、
ま
だ
出
て
こ
な
い
か
。」
と
言
う
。「
小
石
や
貝か
い

殻が
ら

の
ほ
か
何
も

居
れ
ば
」
の
主
語
と
同
じ
。

問
二　

南な
ん

天て
ん

の
実
を
食
べ
て
も
亭
主
が
気
づ
か
な
い
こ
と
を
か
ら
か
っ
て
い
る
。

問
三　

ひ
よ
ど
り
が
述
べ
て
い
る
部
分
か
ら
抜
き
出
す
。

問
四　

口
語
訳
参
照
。

問
五　
「
や
」
は
反
語
。
反
語
の
訳
し
方
に
注
意
す
る
。

問
六　
「
ひ
よ
ど
り
」
を
例
に
と
っ
て
、
慢
心
を
戒い
ま
し

め
て
い
る
の
で
あ
る
。

口
語
訳　

ひ
よ
ど
り

4

4

4

4

が
小
鳥
た
ち
を
集
め
て
言
う
に
は
、「
お
前
た
ち
は
畑
の
作
物

を
つ
つ
き
、
ま
た
は
庭
の
木
の
実
を
食
べ
る
時
に
、
い
ら
な
い
高
い
声
を
だ
し

て
、
友
を
呼
ん
で
さ
わ
ぐ
の
で
、
人
は
小
鳥
が
集
ま
っ
て
く
る
の
を
知
っ
て
、

網
を
は
っ
た
り
と
り
も
ち
を
置
い
た
り
す
る
の
で
あ
る
。わ
た
し
は
、冬
に
な
っ

て
山
に
食
べ
物
が
な
い
と
き
は
、
人
家
に
来
て
、
庭
に
あ
る
南
天
の
実
を
食
べ

る
け
れ
ど
も
、（
そ
の
家
の
）亭
主
は
気
が
つ
か
な
い
。
あ
ま
り
に
お
か
し
い
の

で
、
飛
び
立
ち
ぎ
わ
に
大
き
な
声
で
礼
を
言
っ
て
帰
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。
万
一

と
り
も
ち
に
か
か
っ
た
と
し
て
も
、少
し
も
さ
わ
が
ず
、体
を
す
く
め
て
、そ
っ

と
仰
向
け
に
な
っ
て
、
ぶ
ら
さ
が
っ
て
い
れ
ば
、「
は
ご
」
は
上
に
残
り
、
体
だ

け
が
下
に
落
ち
る
時
、
そ
そ
く
さ
と
飛
ん
で（
逃
げ
て
）行
け
ば
よ
い
の
だ
。
お

前
た
ち
は
、
と
り
も
ち
に
か
か
っ
た
時
、
あ
わ
て
ふ
た
め
い
て
ば
た
ば
た
す
る

か
ら
、
全
身
に
と
り
も
ち
を
ぬ
り
つ
け
て
、
動
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て

つ
か
ま
っ
て
し
ま
う
の
は
、（
ま
っ
た
く
）工
夫
が
な
い
こ
と
こ
の
上
な
い
」
と
、

い
か
に
も
知
恵
者
の
よ
う
に
語
っ
た
。

　

末
席
か
ら
み
そ
さ
ざ
い

4

4

4

4

4

と
い
う
小
鳥
が
、
笑
っ
て
言
う
に
は
「
人
は
鳥
よ
り

か
し
こ
く
て
、
一
度（
ひ
よ
ど
り
殿
が
や
っ
た
よ
う
な
）手
を
見
た
者
は
、（
今
度

は
）
下
に
も
細
い
『
は
ご
』
を
置
き
、
例
の
よ
う
に
ぶ
ら
さ
が
っ
て
下
へ
落
ち

る
と
、
下
に
あ
る
『
は
ご
』
を
背
中
に
つ
け
、
思
い
も
よ
ら
な
い
こ
と
な
の
で
、

さ
す
が
の
ひ
よ
ど
り
殿
も
、
あ
わ
て
さ
わ
ぎ
な
さ
り
、
全
身
に
と
り
も
ち
を
ぬ

SAM
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第₄講座

問
三　

子
ど
も
が
い
た
ら
ど
ん
な
に
心
苦
し
い
だ
ろ
う
。　
　

問
四　

イ

解
説　

問
一　
「
い
た
く
」
は
「
は
な
は
だ
し
く
」
の
意
味
。
と
め
ど
な
く
涙
が

こ
ぼ
れ
落
ち
る
の
で
、
袂た
も
と

が
ぐ
っ
し
ょ
り
濡
れ
る
の
で
あ
る
。

問
三　

直
前
の
部
分
で
重し
げ

衡ひ
ら

が
な
ぜ
子
ど
も
が
な
く
て
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い

る
の
か
を
述
べ
て
い
る
部
分
を
答
え
る
。

口
語
訳　

都
を
出
て
日
数
も
た
っ
た
の
で
、
三
月
も
半
ば
過
ぎ
て
、
春
も
ま
さ
に

終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
遠
く
の
山
の
桜
の
花
は
消
え
残
っ
た
雪
か
と
思
わ
れ

る
よ
う
に
白
く
見
え
て
、
多
く
の
海
辺
や
島
が
一
面
に
霞か
す

ん
で
、（
重
衡
殿
は
）

過
ぎ
去
っ
た
昔
の
こ
と
や
こ
れ
か
ら
先
の
こ
と
を
い
ろ
い
ろ
思
い
続
け
な
さ
る

に
つ
れ
て
、「
こ
ん
な
悲
し
い
旅
を
す
る
身
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
は
い
っ
た
い

ど
う
い
う
前
世
の
報
い
に
よ
る
つ
ら
さ
な
の
だ
ろ
う
。」
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
て
、

た
だ
涙
が
と
め
ど
な
く
流
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
重
衡
殿
に
は
）お
子
様
が
一
人
も
な
か
っ
た
こ
と
を
、
母
の
二
位
殿
も
嘆
き
、

奥
方
の
大だ
い

納な

言ご
ん

典の
す

侍け

殿
も
残
念
な
こ
と
だ
と
し
て
、
多
く
の
神
仏
に
（
子
ど
も

が
授
か
る
よ
う
に
）
お
祈
り
申
し
上
げ
な
さ
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
効
き
目
も
な

い
こ
と
で
あ
っ
た
。（
し
か
し
、
今
と
な
っ
て
み
る
と
、）「（
子
ど
も
が
）な
く
て

よ
か
っ
た
。（
も
し
）
子
ど
も
で
も
あ
っ
た
な
ら
ば
、
ど
ん
な
に
悲
し
い
思
い
を

し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。」
と
（
重
衡
殿
が
）
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
は
、
せ
め
て
も
の

な
ぐ
さ
め
で
あ
っ
た
。

　

小さ

夜よ

の
中
山
に
さ
し
か
か
っ
た
時
に
も
、
再
び（
こ
の
坂
を
）越
え
て
都
に
帰

る
こ
と
が
で
き
る
と
も
思
わ
れ
な
い
の
で
、
ひ
と
し
お
悲
し
み
の
度
合
い
が
増

し
て
、
袂
は
よ
け
い
涙
で
濡ぬ

れ
る
の
で
あ
っ
た
。

見
え
ま
せ
ん
。」と（
下
男
が
）返
事
を
す
る
。（
す
る
と
主
人
は
次
の
よ
う
に
言
っ

た
。）「
そ
ん
な
に
苦
労
を
し
て
も
、
銭
が
一
文
も
得
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を

よ
く
心
得
て
、
今
度
は
一
文
の
商
売
も
大
事
に
し
な
さ
い
。」

４　

問
一　

エ　
　

問
二　

ウ　
　

問
三　

老
姥

問
四　

権
九
郎
の
打
つ
鼓
の
音
も
父
親
新
九
郎
と
同
じ
よ
う
に
茶
釜
に
響
く
よ
う

に
な
っ
て
き
た
か
ら
。（
三
十
七
字
）

解
説　

問
一 「
心
に
落
つ
」
は
、こ
こ
で
は
「
納
得
す
る
」「
満
足
す
る
」
の
意
味
。

問
三　

長
い
年
月
、
小こ

鼓つ
づ
み

の
音
を
聞
き
慣
れ
て
い
る
の
は
だ
れ
か
。

問
四　

老ろ
う

姥ぼ

の
言
葉
に
着
目
し
て
、
新
九
郎
と
権
九
郎
の
小
鼓
の
音
の
共
通
し

た
点
を
答
え
れ
ば
よ
い
。

口
語
訳　
（
新
九
郎
が
）権
九
郎
と
い
う
名
前
の
こ
ろ
、
毎
日
小
鼓
の
稽け
い

古こ

に
精
を

出
し
て
い
た
が
、
ま
だ
自
分
に
納
得
が
で
き
る
よ
う
な
音
が
出
せ
な
い
で
い
る

時
、
長
い
間
権
九
郎
に
仕
え
て
い
た
老
姥
が
、
毎
朝
お
茶
な
ど
を
持
っ
て
き
て

権
九
郎
の
給
仕
な
ど
を
し
て
い
た
が
、
あ
る
時（
こ
の
老
姥
が
）主
人〔
権
九
郎
〕

の
小
鼓
も
ひ
じ
ょ
う
に
上
達
し
た
こ
と
を
申
し
上
げ
た
の
で
、
権
九
郎
も
奇
妙

な
こ
と
と
思
っ
て
、
い
つ
も
小
鼓
の
音
を
聞
い
て
い
る
が
上
達
し
た
と
は
思
え

な
い
。
自
分
の
役
目
で
あ
る
小
鼓
の
上
達
が
わ
か
る
理
由
を
尋
ね
て
笑
っ
た
と

こ
ろ
、
老
姥
が
答
え
て
言
う
に
は
、「
私
は
あ
な
た
の
親
の
新
九
郎
様
の
小
鼓
を

数
年
間
聞
い
て
、
音
が
す
る
た
び
に
毎
朝
煎せ
ん

じ
て
い
た
茶ち
ゃ

釜が
ま

に
響
い
て
い
た
の

で
す
。
こ
れ
ま
で
権
九
郎
様
の
小
鼓
は
そ
う
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
す
が
、

最
近
四
、五
日
は
小
鼓
の
音
が
す
る
た
び
に
茶
釜
に
響
い
た
の
で
、
そ
の
こ
と

か
ら
上
達
し
て
い
る
と
わ
か
っ
た
の
で
す
。」
と
答
え
た
。
長
い
間
聞
き
慣
れ

て
い
る
の
で
、
お
の
ず
か
ら
微
妙
な（
小
鼓
の
）音
の
良
し
悪あ

し
も
わ
か
る
の
だ

と
権
九
郎
は
感
心
し
た
の
で
あ
る
。

５　

問
一　

袂
ぞ
い
た
く
ぬ
れ
ま
さ
る　
　

問
二　

お
わ
せ
ぬ
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第
10
講
座　

随
筆
②

１　

問
一
　
エ
　
　
問
二　

⑴　

あ
や
し
ゅ
う　

⑵　

ウ

問
三
　
イ
　
　
問
四
　
ア

問
五　

馬
を
貸
し
て
く
れ
た
こ
と
の
お
礼
。

解
説　

問
一　

作
者
は
は
る
か
遠
く
の
村
を
め
ざ
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
那

須
野
は
道
が
縦
横
に
分
か
れ
て
い
て
わ
か
り
づ
ら
い
の
で
あ
る
。

問
二　

⑵
草
刈
る
男
が
「
情
け
知
ら
ぬ
に
は
あ
ら
ず
」
人
で
、「（
馬
を
）
貸
し
」

て
く
れ
た
こ
と
か
ら
も
判
断
で
き
る
。

問
三　

女
の
子
の
名
の
「
か
さ
ね
」
を
「
重
ね
」
の
意
味
に
と
っ
て
、
た
だ
の

撫な
で

子し
こ

で
な
く
花
び
ら
の
重
な
っ
た
八や

重え

撫
子
に
た
と
え
て
い
る
。

問
四　
「
や
が
て
」
の
よ
う
な
古
今
異
義
語
に
は
要
注
意
。

問
五　
「
価あ
た
い

」
は
、「
値
段
、
代
金
」
の
意
味
。
何
に
対
し
て
の
代
金
で
あ
る
か

を
考
え
る
。

口
語
訳　

那な

須す

の
黒く
ろ

羽ば
ね

と
い
う
所
に
知
り
合
い
が
い
る
の
で
、
こ
こ（
日
光
）か
ら

野
原
を
横
切
っ
て
、
ま
っ
す
ぐ
に
近
道
を
行
こ
う
と
し
た
。
は
る
か
遠
く
に
村

を
目
指
し
て
行
く
う
ち
に
、
雨
が
降
り
だ
し
、
日
も
暮
れ
て
し
ま
っ
た
。（
そ

こ
で
、）農
夫
の
家
に
一
夜
の
宿
を
か
り
て
、
夜
が
あ
け
る
と
、
ま
た
野
原
の
中

を
歩
き
続
け
た
。（
す
る
と
、）
放
し
飼
い
の
馬
が
い
た
。
草
を
刈
っ
て
い
る
男

に
、
野
道
の
苦
し
さ
を
訴
え
て
、
頼
み
こ
む
と
、
田
舎
の
荒
く
れ
男
で
も
、
さ

す
が
に
人
情
を
知
ら
な
い
わ
け
で
は
な
く
、「
ど
う
す
る
の
が
よ
い
か
な
あ
。（
わ

た
し
は
、
あ
ん
た
が
た
を
乗
せ
て
馬
を
引
い
て
い
く
わ
け
に
は
い
か
な
い
が
、）

だ
が
こ
の
那
須
野
は
、
道
が
縦
横
に
分
か
れ
、
入
り
く
ん
で
い
て
、
土
地
の
様

子
に
慣
れ
な
い
旅
の
人
が
道
を
ま
ち
が
え
る
の
が
、
心
配
で
す
か
ら
、（
こ
の
馬

に
乗
っ
て
い
っ
て
）こ
の
馬
が
止
ま
っ
た
ら
、追
い
返
し
て
く
だ
さ
い
。」と
言
っ

ま
せ
ん
が
）、
異
名
が
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、（
私
を
）見
る
人
は（
私
の
こ
と
を
）

『
貧
報
の
冠
者
』
と
言
っ
て
お
り
ま
す
」
と
言
っ
た
の
を
見
た
と
こ
ろ
で
夢
か
ら

覚
め
た
の
で
、（
僧
は
こ
の
夢
に
よ
っ
て
）自
分
の
不
運
な
前
世
か
ら
の
因
縁
を

知
っ
て
、「
ど
こ
に
行
っ
て
も
、
こ
の
若
者
が
い
つ
も
そ
ば
か
ら
離
れ
ず
に
い
る

の
で
は
（
貧
乏
な
生
活
の
ま
ま
で
あ
ろ
う
）」
と
思
っ
て
、
外
に
向
け
た
心
を
改

め
て（
旅
に
出
る
の
を
や
め
て
）、
み
す
ぼ
ら
し
い
ま
ま
で
、
元
の
寺
に
住
ん
だ

の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
ほ
か
の
者
に
も
あ
る
こ
と
で
は
あ
る
が
、
一
人
ひ

と
り
の
人
（
の
多
く
）
は
夢
に
も
見
な
い
の
で
、
前
世
か
ら
の
因
縁
を
知
ら
な

い
。（
そ
の
た
め
、）そ
ん
な
に
長
く
も
な
い
人
生
の
時
間
を
、
も
っ
た
い
な
く
も
、

空
い
て
い
る
時
間
に
後
世
の
た
め
の
仏
道
修
行
を
さ
し
お
い
て
、
先
に
、（
こ
の

世
で
別
の
生
き
方
を
し
た
ら
）も
し
か
し
た
ら
、
も
し
か
し
た
ら
と（
も
っ
と
い

い
生
活
や
、
も
っ
と
豊
か
な
生
活
を
探
し
て
）走
り
求
め
て
い
て
、（
そ
の
こ
と

に
）心
を
尽
く
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。（
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
）仏
様

の
目
か
ら
ご
覧
に
な
れ
ば
、
と
て
も
恥
ず
か
し
い
生
き
方
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
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古
代
の
言
葉
は
、
語
源
を
知
ろ
う
と
す
る
よ
り
は
、
古
代
の
人
々
が
用
い
て
い

る
意
味
さ
え
明
ら
か
に
し
た
上
で
知
る
べ
き
で
あ
る
。
用
い
て
い
る
意
味
を
十

分
明
ら
か
に
す
れ
ば
、
語
源
は
知
ら
な
く
て
も
よ
い
。
そ
も
そ
も
、
あ
ら
ゆ
る

こ
と
に
つ
い
て
、
ま
ず
、
そ
の
本
意
を
十
分
に
明
ら
か
に
し
て
、
末
を
後
に
す

る
べ
き
だ
と
い
う
の
は
、（
一
つ
の
）論
で
は
あ
る
が
必
ず
し
も
そ
う
ば
か
り
で

は
な
く
て
、
事
に
よ
っ
て
は
、
末
を
先
に
明
ら
か
に
し
て
、
そ
の
後
で
本
来
の

意
味
に
も
ど
る
べ
き
で
あ
る
。
だ
い
た
い
語
源
は
わ
か
り
づ
ら
く
、
自
分
は
判

断
で
き
た
と
思
っ
て
も
、
当
た
っ
て
い
る
の
か
、
当
た
っ
て
い
な
い
の
か
、
決

め
る
こ
と
が
難
し
く
、
多
く
は
当
た
っ
て
い
な
い
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
言
葉

の
学
問
は
、語
源
を
知
る
こ
と
を
延
ば
し
て
お
い
て
、念
入
り
に
、古
代
の
人
々

が
用
い
た
意
味
を
、
注
意
し
な
が
ら
十
分
に
明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
。
た
と

え
、
語
源
を
十
分
に
明
ら
か
に
し
た
と
し
て
も
、（
そ
の
言
葉
を
）ど
の
よ
う
な

と
こ
ろ
に
用
い
た
か
と
い
う
こ
と
を
知
ら
な
い
の
で
は
、
何
の
意
味
も
な
く
、

自
分
の
歌
や
文
に
用
い
る
に
も
、
見
当
違
い
が
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
現
在
、

古
学
を
研
究
す
る
仲
間
た
ち
な
ど
、
特
に
少
し
昔
の
言
葉
と
い
え
ば
語
源
を
知

ろ
う
と
ば
か
り
し
て
、
用
い
て
い
る
意
味
を
考
え
よ
う
と
し
な
い
か
ら
、
自
分

が
使
う
と
、
た
い
へ
ん
見
当
違
い
だ
け
が
多
い
の
で
あ
る
。

３　

問
一　

㋐　

エ　

㋑　

ア　

㋒　

イ　
　

問
二　

⑴　

ウ　

⑵　

権
門

問
三　

富
め
る
家　
　

問
四　

イ
キ
オ
イ　
　

問
五　

身
く
る
し

問
六
　
ウ
・
エ

解
説　

問
二　

―
―
線
①
は
、「
恐
れ
を
の
の
く
」
様
子
を
た
と
え
て
い
る
。
⑵

「
恐
れ
を
の
の
く
」
の
は
「
権
門
の
か
た
は
ら
に
居
る
も
の
」
で
、
こ
れ
を

「
雀す
ず
め

」
に
た
と
え
て
い
る
。

問
三　
「
福
家
」
と
は
、「
裕
福
な
家
」
の
意
味
で
あ
る
。

問
五　
「
方
丈
記
」
は
、
対
句
表
現
に
特
色
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
世
に
し
た

て
貸
し
て
く
れ
た
。
こ
の
男
の
子
ど
も
が
二
人
、
馬
の
あ
と
に
つ
い
て
走
っ
て

く
る
。
一
人
は
少
女
で
、
名
を
聞
く
と
「
か
さ
ね
」
と
言
う
。
聞
き
慣
れ
な
い

名
が
優
雅
に
感
じ
ら
れ
た
の
で
、（
曾そ

良ら

が
次
の
句
を
詠よ

ん
だ
。）

　

こ
の
子
は
珍
し
く
「
か
さ
ね
」
と
い
う
名
で
あ
る
。
子
ど
も
の
こ
と
を
よ

く
撫
子
に
た
と
え
る
が
、
撫
子
と
す
れ
ば「
か
さ
ね
」と
は
、
花
弁
の
重
な
っ

た
八
重
撫
子
で
あ
ろ
う
。

　

ま
も
な
く
人
里
に
着
い
た
の
で
、
謝
礼
を
鞍
つ
ぼ
に
結
び
付
け
て
馬
を
返
し

た
。

２　

問
一　

㋐　

エ　

㋑　

ウ　

㋒　

ア　

㋓　

エ

問
二　

①　

当
然
そ
う
あ
る
は
ず
の
こ
と　

②　

当
た
っ
て
い
る
か
い
な
い
か

問
三　

い
・
え　
　

問
四　

Ａ　

末　

Ｂ　

本　

Ｃ　

古
人
の
用
ひ
た
る　

Ｄ　

し
か
い
ふ
も
と
の

　

Ｅ　

ひ
が
ご
と

問
五　

⑴　

語
源
を
研
究　

⑵　

古
代
の
人
々
の
使
用
法
の
研
究
を（
十
三
字
）

解
説　

問
二　

①　
「
さ
も
あ
り
」
は
、「
い
か
に
も
そ
の
と
お
り
で
あ
る
・
も
っ

と
も
で
あ
る
」
の
意
味
。

問
四　

文
意
を
正
確
に
読
み
取
る
こ
と
が
大
切
。
か
ぎ
に
な
る
言
葉
に
も
注
意

す
る
。

問
五　

作
者
は
、「
も
と
の
意
」
と
「
古
人
の
用
ひ
た
る
意
」
の
ど
ち
ら
を
重

要
と
考
え
て
い
る
か
。

口
語
訳　

学
問
を
す
る
仲
間
た
ち
が
、
古
い
言
葉
の
語
源（
本
来
の
意
味
）を
知
り

た
い
と
思
っ
て
、
人
に
も
ま
ず
語
源
を
尋
ね
る
こ
と
が（
世
の
）常
の
こ
と
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、「
天
」
と
は
ど
ん
な
意
味
な
の
か
、「
地
」
と
は
ど
ん
な
意
味
な

の
か
、
と
い
う
種
類
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
学
問
の
一
つ
で
、
当
然
そ
う
あ

る
は
ず
の
こ
と
だ
が
、
さ
し
あ
た
り
お
も
だ
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
だ
い
た
い
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ば
か
に
さ
れ
る
。
財
産
が
あ
れ
ば
心
配
が
多
い
し
、
貧
乏
で
い
れ
ば
人
を
う
ら

や
む
気
持
ち
が
強
い
。
人
を
頼
み
に
す
れ
ば
、
そ
の
人
の
い
い
な
り
に
な
っ
て

し
ま
う
。
他
人
の
世
話
を
す
る
と
、（
今
度
は
）自
分
の
心
が
、
そ
の
人
を
愛
す

る
こ
と
に
使
わ
れ
て
、
振
り
ま
わ
さ
れ
て
し
ま
う
。
世
間
の
常
識
に
し
た
が
っ

て
生
き
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
分
が
窮
屈
に
な
る
。
従
わ
な
け
れ
ば
狂
人
の
よ
う

に
見
ら
れ
る
。（
い
っ
た
い
、）ど
ん
な
環
境
に
座
を
占
め
て
、
ど
ん
な
こ
と
を
し

て
暮
ら
し
た
ら
、
し
ば
ら
く
で
も
こ
の
身
を
安
住
さ
せ
、
わ
ず
か
の
間
で
も
こ

の
心
を
や
す
ら
か
に
さ
せ
て
や
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

４　

問
一　

エ　

問
二　

主
人
が
新
た
に
官
職
に
任
命
さ
れ
る
と
い
う
期
待
が
外
れ
て
し
ま
っ
た
か

ら
。（
三
十
字
）

問
三　

⑴　

下
衆
男　

⑵　

イ　
　

問
四　

⑴　

ウ　

⑵　

者
ど
も

問
五　

す
さ
ま
じ（
き
も
の
）

解
説　

問
二　
「
も
の
う
し
」
は
、「
心
が
重
い
・
お
っ
く
う
だ
」
と
い
う
意
味
。

心
が
重
い
の
は
、
一
晩
、
寒
さ
に
ふ
る
え
な
が
ら
、
主
人
が
新
た
な
官
職
に

任
命
さ
れ
る
と
い
う
発
表
を
待
っ
て
い
た
が
、
結
局
、
何
の
官
職
に
も
就
け

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

問
三　

⑵　

主
人
が
新
た
に
官
職
（
国
司
）
に
任
命
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
と
、

下
衆
男
が
「
物
う
げ
」
に
し
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
る
。

問
四　

⑴　
「
え
…
…
否
定
語
」
で
「
…
…
で
き
な
い
（
不
可
能
）」
の
意
味
を

表
す
。　

⑵　
「
ふ
る
き
者
ど
も
」
で
「
離
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
〔
人
々
〕」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

問
五　
「
枕
草
子
」
の
中
の
、「
す
さ
ま
じ
き
も
の
」
の
段
で
あ
る
。「
す
さ
ま
じ
」

は
、「
興
ざ
め
で
あ
る
・
さ
び
し
い
」
と
い
う
意
味
。
官
職
に
就
け
る
の
で

は
と
い
う
期
待
に
わ
く
前
半
と
、
期
待
外
れ
に
終
わ
っ
た
後
半
を
対
比
さ
せ
、

が
へ
ば
、
身
く
る
し
」
と
「（
世
に
）
し
た
が
は
ね
ば
、
狂
せ
る
に
似
た
り
」

が
対
に
な
っ
て
い
る
。

問
六　
「
い
き
ほ
ひ
あ
る
も
の
は
貪
欲
ふ
か
く
」
と
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た

人
の
そ
ば
に
い
る
の
は
「
恐
れ
を
の
の
く
」
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。

口
語
訳　

だ
い
た
い
人
の
世
は
暮
ら
し
に
く
く
、
自
分
の
身
と
住
ん
で
い
る
家
の

頼
り
に
な
ら
ず
む
な
し
い
様
子
は
、
以
上
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
ま
し
て
、

環
境
に
よ
り
、
身
分
に
し
た
が
っ
て
心
を
な
や
ま
す
こ
と
は
数
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

　

仮
に
、
自
分
が
取
る
に
足
り
な
い
人
物
で
権
力
者
の
隣
に
住
ん
で
い
る
と
す

る
と
、
非
常
に
う
れ
し
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
思
い
き
り
楽
し
む
こ
と
が
で
き

な
い
。（
ま
た
、）悲
し
み
が
切
実
な
と
き
も
、
声
を
あ
げ
て
泣
く
こ
と
も
で
き
な

い
。
行
動
す
べ
て
に
遠
慮
し
、
身
の
ふ
り
方
、
動
作
の
一
つ
ひ
と
つ
に
ま
で
恐

れ
て
び
く
び
く
し
て
い
る
あ
り
さ
ま
は
、
た
と
え
れ
ば
雀
が
鷹た
か

の
巣
の
そ
ば
に

い
る
よ
う
な
も
の
だ
。
ま
た
仮
に
自
分
が
貧
乏
で
、
裕
福
な
家
の
隣
に
住
ん
だ

と
す
る
と
、
朝
に
晩
に
、
み
す
ぼ
ら
し
い（
自
分
の
）姿
が
恥
ず
か
し
く
、
自
分

の
家
の
出
入
り
に
も
隣
の
家
の
人
に
気
を
使
う
よ
う
に
な
る
。
妻
や
子
ど
も
や

召
し
使
い
の
少
年
な
ど
が
、
隣
の
家
を
う
ら
や
ま
し
が
る
様
子
を
見
た
り
、
ま

た
、
そ
の
裕
福
な
家
の
人
が
、
自
分
の
家
を
軽
ん
じ
て
い
る
態
度
が
耳
に
入
っ

て
き
た
り
す
る
に
つ
け
て
も
、
そ
の
た
び
に
気
持
ち
が
動
揺
し
て
、
い
っ
と
き

と
し
て
安
ら
か
な
気
持
ち
で
は
い
ら
れ
な
い
。

　

仮
に
家
の
密
集
し
て
い
る
地
域
に
住
ん
だ
と
す
れ
ば
、
近
く
に
火
災
が
あ
っ

た
と
き
に
、
類
焼
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。
ま
た
仮
に（
逆
に
）辺へ
ん

鄙ぴ

な
所
に
住
ん
だ

と
す
れ
ば
、
都
へ
の
行
き
帰
り
が
厄
介
だ
し
、
強
盗
が
多
く
て
危
険
が
多
い
。

ま
た
、
そ
う
か
と
い
っ
て
、
権
力
の
あ
る
人（
に
頼
る
と
、
そ
う
い
う
人
）は
欲

が
深
い
し
、（
と
い
っ
て
、）だ
れ
に
も
つ
な
が
り
を
も
た
な
い
と
、
軽
く
見
ら
れ
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第10・第11講座

第
11
講
座　

総
合
問
題
①

１　

問
一　

ⓐ　

い
い
け
る　

ⓑ　

よ
う
な
り

問
二　

心
ざ
し
の
ま
さ
ら
む
に
こ
そ
は
あ
は
め

問
三　

二
人
の
男
の
身
分
や
愛
情
な
ど
が
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
で
、
ど
ち
ら
が
優

れ
て
い
る
と
も
言
い
難
か
っ
た
か
ら
。

問
四　

ア　
　

問
五　

莬
原（
と
）茅
渟　
　

問
六　

津
の
国
に
す
む
女

問
七　

⑴　

ど
ち
ら
の
男
と
結
婚
す
る
か
と
い
う
こ
と
。

　

⑵　

水
鳥
を
射
る
こ
と
。　
　

問
八　

イ

問
九　

よ
ば
ひ
人
ど
も　
　

問
十　

⑧　

エ　

⑩　

ウ　
　

問
十
一　

掛
詞

問
十
二　

女（
が
）川
に
飛
び
こ
ん
で
自
殺（
し
た
こ
と
。）

問
十
三　

親
子（
父
子
）

問
十
四　

和
泉
の
国
の
男
の
親
が
、
和
泉
か
ら
舟
で
土
を
運
ん
で
き
た
か
ら
。

解
説　

問
二　
「
あ
ふ
」
が
、「
結
婚
す
る
」
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

問
三　

二
人
の
求
婚
者
の
、
年
齢
、
顔
か
た
ち
、
身
分
、
愛
情
、
行
動
な
ど
の

す
べ
て
が
同
じ
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

問
五　
「
よ
ば
ひ
人
ど
も
」
は
、
一
行
目
の
「
よ
ば
ふ
男
」
と
同
じ
で
あ
る
。

問
六　

こ
こ
で
の
「
を
さ
な
し
」
は
、「
未
熟
で
あ
る
」
の
意
味
。
女
の
親
が

自
分
の
娘
を
謙け
ん

遜そ
ん

し
て
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

問
七　

⑴　

女
が
決
め
ら
れ
ず
に
迷
っ
て
い
た
こ
と
は
何
か
を
考
え
る
。

　

⑵　

次
の
段
落
の
会
話
文
中
に
そ
の
方
法
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

問
十　

⑧
こ
こ
で
の
「
奉
る
」
は
「
差
し
上
げ
る
」
の
意
味
で
、「
差
し
上
げ
る
」

も
の
は
、
自
分
の
娘
で
あ
る
。
⑩
「
そ
の
か
み
」
の
「
そ
の
」
が
、
水
鳥
を

射
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
ふ
ま
え
て
考
え
る
。

問
十
二　

水
鳥
を
射
た
結
果
も
優
劣
を
つ
け
が
た
い
の
で
、
女
は
、「
思
ひ
わ

期
待
外
れ
に
終
わ
っ
た
家
の
様
子
を
「
す
さ
ま
じ
」
と
表
現
し
て
い
る
。

口
語
訳　

官
職
を
任
命
す
る
行
事
が
行
わ
れ
る
日
に
、
官
職
に
就
け
な
か
っ
た
人

の
家（
は
、
さ
び
し
く
、
興
ざ
め
な
も
の
で
あ
る
）。
今
年
こ
そ
は
か
な
ら
ず（
官

職
に
任
命
さ
れ
る
だ
ろ
う
な
ど
）と
聞
い
て
、
昔
仕
え
て
い
た
が
、
今
は
、
ほ
か

の
家
に
仕
え
て
い
る
人
た
ち
や
、
都
に
住
ん
で
い
な
い
人
た
ち
な
ど
、（
少
し
で

も
そ
の
家
に
関
係
の
あ
る
人
た
ち
が
）み
ん
な
集
ま
っ
て
き
て
、
出
入
り
を
す
る

牛ぎ
っ

車し
ゃ

の
轅な
が
え

も
す
き
ま
な
く
見
え
、（
主
人
が
今
年
こ
そ
は
官
職
に
つ
け
ま
す
よ
う

に
と
、
神
社
仏
閣
な
ど
に
）参さ
ん

詣け
い

す
る
お
供
に
、
わ
た
し
も
わ
た
し
も
と
付
き
し

た
が
っ
て
行
き
、（
屋
敷
の
中
で
は
）物
を
食
べ
た
り
、
酒
を
飲
ん
だ
り
し
て
、（
お

祝
い
気
分
で
）
大
声
で
騒
い
で
い
る
の
に
、
明
け
方
に
な
る
ま
で
（
主
人
を
呼
び

出
し
に
来
る
使
者
が
）門
を
た
た
く
音
も
し
な
い
の
で
、
ど
う
し
た
こ
と
だ
ろ
う

な
ど
と
思
っ
て
（
屋
敷
の
外
の
様
子
を
）
耳
を
立
て
て
聞
い
て
い
る
と
、
高
貴
な

身
分
の
人
が
通
る
時
に
、
道
を
あ
け
さ
せ
る
た
め
の
か
け
声
な
ど
が
し
て
、
高

位
の
官
職
に
あ
る
貴
族
な
ど
が
、
み
な
宮
中
か
ら
出
て
き
て
し
ま
わ
れ
た
。
情

報
を
聞
き
に
、前
夜
の
う
ち
か
ら
、寒
が
り
ふ
る
え
な
が
ら（
宮
中
の
そ
ば
に
行
っ

て
い
た
）召
し
使
い
の
男
が
、
と
て
も
心
が
重
く
お
っ
く
う
そ
う
に
歩
い
て
来
る

の
を
、（
そ
の
姿
を
）見
る
人
た
ち
は（
結
果
を
）聞
こ
う
に
も
聞
け
な
い
。
事
情
を

知
ら
な
い
人
な
ど
が
、「
御
主
人
は
、
ど
の
官
職
に
就
か
れ
ま
し
た
か
」
な
ど
と

聞
く
と
、
そ
れ
に
答
え
る
の
に
、「
ど
こ
ど
こ
の
国
の
前
の
国
司
に
」
な
ど
と
必

ず
答
え
る
。
心
か
ら
期
待
し
て
い
た
者
は
、
と
て
も
情
け
な
く
悲
し
く
思
う
の

で
あ
る
。（
行
事
の
日
の
）翌
朝
に
な
っ
て
、
所
在
な
く
し
て
い
る
人
た
ち
が
、
一

人
、
二
人
と（
少
し
ず
つ
）そ
っ
と（
屋
敷
か
ら
）出
て
去
っ
て
い
く
。
昔
か
ら
そ

の
家
に
仕
え
て
い
る
人
た
ち
で
、
ど
こ
に
も
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
人
た
ち
は
、

来
年
（
国
司
の
座
が
空
く
）
国
々
を
、
指
を
折
っ
て
数
え
た
り
な
ど
し
て
、
歩
き

回
っ
て
い
る
の
も
、
と
て
も
さ
び
し
く
、
興
ざ
め
な
様
子
で
あ
る
。
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