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

　

人
の
た
だ
一
言
た
だ
一
わ
ざ
に
よ
り
て
そ
の
人
の
す
べ
て
の
善
き
悪わ
ろ

き
を
定
め

言
ふ
は
漢か
ら

書ぶ
み

の
常
な
れ
ど
も
、
こ
れ
い
と
当
た
ら
ぬ
こ
と
な
り
。
す
べ
て
、
善
き

人
と
い
へ
ど
も
ま
れ
に
は
こ
と
わ
り
に
か
な
は
ぬ
し
わ
ざ
も
交
じ
ら
ざ
る
に
あ
ら

ず
。
あ
し
き
人
と
い
へ
ど
も
善
き
し
わ
ざ
も
交
じ
る
も
の
に
て
、
生
け
る
か
ぎ
り

の
し
わ
ざ
こ
と
ご
と
に
善
き
悪
き
一ひ
と

方か
た

に
定
ま
れ
る
人
は
を
さ
を
さ
無
き
も
の
な

る
を
、
い
か
で
か
た
だ
一
言
一
わ
ざ
に
よ
り
て
定
む
べ
き
。

　

人
の
生
ま
れ
つ
き
さ
ま
ざ
ま
あ
る
も
の
な
り
。
物
の
道
理
、
事
の
利
害
な
ど
、

す
べ
て
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
心
に
は
よ
く
思
ひ
わ
き
ま
へ
な
が
ら
、
口
に
は
え
言
は

ぬ
人
も
あ
り
。
ま
た
、
口
に
は
よ
く
言
へ
ど
も
、
し
か
行
ふ
こ
と
は
え
せ
ぬ
人
も

あ
り
。
ま
た
、
口
に
は
え
言
は
ね
ど
も
、
よ
く
行
ふ
人
も
あ
り
。
ま
た
、
口
に
は

よ
く
言
へ
ど
も
、
文ふ
み

に
は
え
書
き
い
で
ぬ
人
も
あ
り
。
ま
た
、
口
に
え
言
は
ね
ど

も
、
文
に
は
よ
く
書
き
い
づ
る
人
も
あ
る
な
り
。 

（
本も
と

居お
り

宣の
り

長な
が

『
玉た
ま

勝か
つ

間ま

』）

＊
１
え
言
は
ぬ
人 

=
う
ま
く
言
え
な
い
人
。「
え
」
は
後
に
否
定
の
語
を
伴と
も
な

っ
て
、

「
〜
で
き
な
い
」
の
意
を
表
す
。

＊
２
し
か
=
そ
う
。
そ
の
と
お
り
。

問
一　
　
　

線
①
「
い
と
当
た
ら
ぬ
こ
と
な
り
」
を
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
二　
　
　

線
②
「
こ
と
わ
り
に
か
な
は
ぬ
し
わ
ざ
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

本
人
の
弁
解
し
よ
う
も
な
い
よ
う
な
失
敗
。

①

②

③

④

＊
１

＊
２

イ　

説
明
が
で
き
な
い
よ
う
な
不
思
議
な
行
動
。

ウ　

ひ
と
が
断
り
切
れ
な
い
よ
う
な
無
理
難
題
。

エ　

物
の
道
理
に
合
わ
な
い
ま
ち
が
っ
た
行こ
う

為い

。 

問
三　
　
　

線
③
「
生
け
る
か
ぎ
り
の
し
わ
ざ
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

あ
ら
ゆ
る
生
き
も
の
の
行
い
。

イ　

晩
年
に
な
っ
て
か
ら
の
行
い
。

ウ　

一
生
の
間
の
す
べ
て
の
行
い
。

エ　

精
一
杯
生
き
る
た
め
の
行
い
。 

問
四　
　
　

線
④
「
い
か
で
か
…
…
定
む
べ
き
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

一
つ
の
言
葉
や
行
動
で
、
人
の
善
し
悪
し
は
定
め
ら
れ
な
い
。

イ　

一
つ
の
言
葉
や
行
動
に
も
、
そ
の
人
の
人
が
ら
は
表
れ
る
も
の
だ
。

ウ　

一
つ
の
言
葉
や
行
動
に
も
注
意
を
は
ら
っ
て
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ　

一
つ
の
言
葉
や
行
動
で
は
、
定
め
ら
れ
た
運
命
は
わ
か
ら
な 

い
。 

問
五　

後
段
に
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

発
言
は
し
な
い
が
、
よ
く
実
行
す
る
人
も
あ
る
。

イ　

口
は
達
者
だ
が
、
実
行
が
と
も
な
わ
な
い
人
も
あ
る
。

ウ　

口
は
達
者
だ
が
、
文
章
に
書
け
な
い
人
も
あ
る
。

エ　

理り

屈く
つ

は
知
っ
て
い
る
が
、
発
言
で
き
な
い
人
も
あ
る
。

オ　

口
は
下
手
だ
が
、
文
章
は
た
く
み
な
人
も
あ
る
。

カ　

発
言
は
よ
く
す
る
が
、
理
屈
が
通
ら
な
い
人
も
あ
る
。 

510

16

古
文
2



75

16　古文 2

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

　

魯ろ

州し
う

に
母
子
貧
し
く
し
て
、
世
を
渡わ
た

る
あ
り
け
り
。
二
人
の
子
他た

行ぎ
や
う

の
ひ
ま
に
、

隣と
な

り
の
人
、
母
に
恥は

ぢ
が
ま
し
き
こ
と
を
与あ
た

ふ
。
子
帰
り
て
、
こ
の
こ
と
を
聞
き

て
、
母
が
恥
ぢ
を
す
す
が
む
た
め
に
、
隣り
ん

人じ
ん

を
殺
害
し
ぬ
。
門
を
開
き
て
さ
さ
ず
、

官
に
過と

が

を
行
は
る
べ
き
よ
し
申
す
。
兄
は
、「
母
と
弟
と
は
過
な
し
。
我
を
誅ち
う

せ
ら

れ
む
。」と
申
す
。
弟
は
、「
母
と
兄
と
は
過
な
し
。
我
を
誅
せ
ら
れ
む
。」と
申
す
。

母
を
召め

し
て
問
は
る
れ
ば
、「
二
人
の
子
は
過
な
し
。
我
が
ひ
が
こ
と
に
よ
り
て
恥

ぢ
が
ま
し
。
我
が
子
を
教
へ
ざ
る
ゆ
ゑ
な
れ
ば
、
我
が
身
に
過
あ
り
。
二
人
の
子

を
助
け
ら
れ
む
。」
と
申
す
。「
と
も
に
申
す
と
こ
ろ
あ
れ
ど
も
、
母
を
助
け
て
、

二
人
の
子
の
中
に
一
人
を
誅
す
べ
し
。
た
だ
し
、母
が
言
葉
に
よ
る
べ
し
。」
と
て
、

母
に
問
は
る
。
母
申
さ
く
、「
弟
を
召
し
取
り
て
、
兄
を
ば
助
け
ら
る
べ
し
。」と
申

す
。
王
の
た
ま
は
く
、「
人
の
親
の
子
を
思
ふ
習
ひ
、
多
く
は
い
と
き
な
き
を
愛
す
。

何
の
ゆ
ゑ
に
弟
を
捨
つ
る
ぞ
。」と
の
た
ま
へ
ば
、
母
申
さ
く
、「
弟
は
我
が
実
子
な

り
。
兄
は
継ま
ま

子こ

な
り
。
兄
が
父
命
を
終
は
り
し
と
き
、
我
が
子
の
ご
と
く
は
ぐ
く

む
べ
し
と
申
す
。
か
の
言
葉
忘
れ
が
た
き
ゆ
ゑ
に
、
兄
を
助
け
む
と
思
ふ
。
我
が

子
な
れ
ば
、
弟
を
ば
ま
ゐ
ら
す
。」と
申
す
と
き
、
王
大
き
に
感
じ
て
、「
一
門
の
中

に
三
賢
あ
り
。
一
室
の
内
に
三
義
あ
り
。」と
て
、
二
人
な
が
ら
臣
下
に
召
し
つ
か

は
れ
、
母
も
同
じ
く
富
み
栄
え
て
け
り
。
我
が
身
を
忘
れ
て
、
我
が
身
ま
た
し
。

情
深
く
義
あ
り
て
、
賢
人
の
名
天
下
に
聞
こ
ゆ
。
こ
れ
を
魯
州
の
三
賢
と
い
へ
り
。

（
無む

住じ
ゅ
う

『
沙し
ゃ

石せ
き

集し
ゅ
う

』）

＊
１
魯
州
=
中
国
の
河
南
省
魯
山
県
。

＊
２
他
行
=
外
出
す
る
こ
と
。

＊
３
さ
さ
ず
=
閉
じ
な
い
で
。

＊
４
誅
せ
ら
れ
む
=
処し
ょ

罰ば
つ

な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。

＊
５
ま
ゐ
ら
す
=
さ
し
出
し
ま
す
。

＊
６
ま
た
し
=
全
し
。
無
事
だ
。
安
全
だ
。

＊
１

＊
２

＊
３

①

②

＊
４

③

④

＊
５

＊
６

問
一　
　
　

線
①
「
過
」
と
は
ど
ん
な
「
過
」
か
。
現
代
語
で
書
け
。

問
二　
　
　

線
②
「
申
す
」
の
主
語
を
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

け
。

 

問
三　
　
　

線
③
「
我
が
子
を
教
へ
ざ
る
ゆ
ゑ
」
に
、
ど
う
な
っ
た
の
か
。
最
も

適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

二
人
の
息
子
を
偽ぎ

善ぜ
ん

者し
ゃ

に
し
て
し
ま
っ
た
。

イ　

息
子
に
筋
の
通
ら
な
い
あ
だ
討う

ち
を
さ
せ
た
。

ウ　

隣
人
の
無
礼
に
も
我が

慢ま
ん

す
る
し
か
な
か
っ
た
。

エ　

親
と
し
て
果
た
す
べ
き
教
育
を
怠お
こ
た

っ
て
き
た
。 

問
四　
　
　

線
④
「
い
と
き
な
き
」
に
あ
た
る
の
は
、
こ
の
場
合
だ
れ
か
。
文
中

か
ら
書
き
抜
け
。

 

問
五　

こ
の
文
章
で
言
お
う
と
し
た
こ
と
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

王
た
る
も
の
は
、
民
衆
の
言
い
分
を
よ
く
聞
き
分
け
て
、
正
し
い
判
断

を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

イ　

血
の
つ
な
が
っ
た
肉
親
間
の
情
愛
だ
け
が
、
い
か
な
る
危
機
・
困
難
を

も
乗
り
こ
え
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。

ウ　

法
律
に
照
ら
し
た
型
通
り
の
や
り
方
を
捨
て
て
、
人
間
愛
に
基も
と

づ
く
政

治
を
行
う
べ
き
で
あ
る
。

エ　

自
分
の
欲
を
捨
て
て
人
の
た
め
を
思
う
気
持
ち
が
、
か
え
っ
て
自
分
の

身
の
た
め
に
な
る
。
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3
次
の
文
章
は
、
平た
い
ら
の

清き
よ

盛も
り

に
愛
さ
れ
た
祇ぎ

王お
う

と
い
う
女
性
が
、
清
盛
の
愛
が
別
の

女
性
に
う
つ
っ
て
、
飽あ

き
ら
れ
、
捨
て
ら
れ
て
泣
く
泣
く
出
て
行
く
時
の
様
子
を

書
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

　

祇
王
も
と
よ
り
思
ひ
設
け
た
る
道
な
れ
ど
も
、
さ
す
が
に
昨
日
今
日
と
は
思
ひ

よ
ら
ず
。
急
ぎ
出い

づ
べ
き
よ
し
、
し
き
り
に
の
た
ま
ふ
あ
ひ
だ
、
は
き
の
ご
ひ
ち

り
ひ
ろ
は
せ
、
み
ぐ
る
し
き
物
ど
も
と
り
し
た
た
め
て
、
出
づ
べ
き
に
こ
そ
さ
だ

ま
り

Ａ

。
一
樹
の
か
げ
に
や
ど
り
あ
ひ
、
同
じ
流
れ
を
む
す
ぶ
だ
に
、
別
れ

は
悲
し
き
な
ら
ひ
ぞ
か
し
。
Ｂ

こ
の
三
年
が
あ
ひ
だ
住
み
な
れ
し
所
な
れ
ば
、

名な
ご
り残
も
惜お

し
う
悲
し
く
て
、
か
ひ
な
き
な
み
だ
ぞ
こ
ぼ
れ
け
る
。
さ
て
も
あ
る
べ

き
こ
と
な
ら
ね
ば
、
祇
王
す
で
に
、
い
ま
は
か
う
と
て
出
で
け
る
が
、
な
か
ら
ん

後
の
忘
れ
形
見
に
も
と
や
思
ひ
け
む
、
障
子
に
泣
く
泣
く
一
首
の
歌
を
ぞ
書
き
つ

け
け
る
。

も
え
出
づ
る
も
枯か

る
る
も
お
な
じ
野
辺
の
草
い
づ
れ
か
あ
き
に
あ
は
で
は
つ

べ
き

（『
平
家
物
語
』）

＊
１
道
=
運
命
。

＊
２
さ
す
が
に
=
そ
れ
で
も
や
は
り
。

＊
３
む
す
ぶ
=（
水
を
）く
ん
で
飲
む
。

問
一　
　
　

線
①
「
思
ひ
設
け
た
る
道
」
と
は
、
ど
ん
な
運
命
か
。
現
代
語
で
説

明
せ
よ
。

問
二　
　
　

線
②
「
は
き
の
ご
ひ
ち
り
ひ
ろ
は
せ
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
で
書
け
。

①

＊
１

＊
２

②

③

＊
３

④

⑤

⑥

⑦

問
三　

Ａ

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

記
号
で
答
え
よ
。

ア　

け
り　
　

イ　

け
る　
　

ウ　

け
れ 

問
四　
　
　

線
③
「
一
樹
の
か
げ
に
や
ど
り
あ
ひ
、
同
じ
流
れ
を
む
す
ぶ
」
は
、

人
間
ど
う
し
の
ど
の
よ
う
な
状
態
を
表
し
て
い
る
か
。
十
五
字
以
内
で
書
け
。

問
五　

Ｂ

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

記
号
で
答
え
よ
。

ア　

ま
た　
　
　

イ　

さ
れ
ど
も

ウ　

ま
し
て　
　

エ　

た
だ
し 

問
六　
　
　

線
④
「
さ
て
も
あ
る
べ
き
こ
と
な
ら
ね
ば
」
は
「
い
つ
ま
で
も
そ
う

し
て
は
い
ら
れ
な
い
の
で
」
と
い
う
意
味
だ
が
、「
そ
う
」
の
指
す
内
容
を
現

代
語
で
書
け
。

問
七　
　
　

線
⑤
「
も
え
出
づ
る
」、
⑥
「
枯
る
る
」は
、
女
の
ど
ん
な
状
態
を
暗

示
し
て
い
る
か
。

 

⑤
 

⑥

問
八　
　
　

線
⑦
「
あ
き
」
は
「
秋
」
の
意
味
だ
が
、
も
う
一
つ
の
意
味
が
こ
め

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
を
書
け
。

 

510
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4
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

　

七
夕
祭
る
こ
そ
な
ま
め
か
し
け
れ
。
や
う
や
う
夜
寒
に
な
る
ほ
ど
、
雁か
り

な
き
て

く
る
こ
ろ
、
萩は
ぎ

の
下
葉
色
づ
く
ほ
ど
、
早わ

稲さ

田だ

刈か

り
ほ
す
な
ど
、
と
り
あ
つ
め
た

る
事
は
秋
の
み
ぞ
多
か
る
。
ま
た
、
野
分
の
朝
こ
そ
を
か
し
け
れ
。
言
ひ
つ
づ
く

れ
ば
、
皆み
な

源
氏
物
語
・
枕ま

く
ら
の

草そ
う

子し

な
ど
に
こ
と
ふ
り
に
た
れ
ど
、
同
じ
事
、
ま
た
今

さ
ら
に
言
は
じ
と
に
も
あ
ら
ず
。
お
ぼ
し
き
事
言
は
ぬ
は
腹
ふ
く
る
る
わ
ざ
な
れ

ば
、
筆
に
ま
か
せ
つ
つ
あ
ぢ
き
な
き
す
さ
び
に
て
、
か
つ
破や

り
捨
つ
べ
き
も
の
な

れ
ば
、
人
の
見
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。 

（
兼け
ん

好こ
う

法ほ
う

師し

『
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』）

＊
１
な
ま
め
か
し
け
れ
=
優ゆ
う

雅が

な
も
の
で
あ
る
。

＊
２
早
稲
田
=
早
く
成
熟
す
る
稲い
ね

を
植
え
た
田
。

＊
３
こ
と
ふ
り
に
た
れ
ど
=
言
い
古
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
。

＊
４
お
ぼ
し
き
事
=
心
に
思
っ
て
い
る
こ
と
。

＊
５
あ
ぢ
き
な
き
す
さ
び
=
つ
ま
ら
な
い
慰な
ぐ
さ

め
。

問
一　
　
　

線
①「
や
う
や
う
」を
現
代
か
な
づ
か
い
で
書
け
。

 

問
二　
　
　

線
①
〜
③
の
言
葉
の
意
味
を
そ
れ
ぞ
れ
書
け
。

 

①

 

②

 

③

問
三　
　
　

線
④
「
源
氏
物
語
・
枕
草
子
」
の
作
者
を
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
で
書
け
。

 

源
氏
物
語

　
　

枕
草
子

＊
１

①
＊
２

②

③

④

＊
３

⑤

＊
４

⑥

＊
５

⑦

問
四　
　
　

線
⑤
「
言
は
じ
と
に
も
あ
ら
ず
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

イ　

言
う
つ
も
り
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
。

ウ　

言
う
ま
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

エ　

言
お
う
と
し
て
も
言
う
こ
と
が
な
い
。 

問
五　
　
　

線
⑥
「
腹
ふ
く
る
る
」
の
意
味
に
近
い
語
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で

答
え
よ
。

ア　

不
安　
　

イ　

満
足　
　

ウ　

不
快　
　

エ　

安
心 

問
六　
　
　

線
⑦
「
人
の
見
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
」
と
あ
る
が
、
何
を
「
見
る
べ

き
に
も
あ
ら
ず
」
と
い
っ
て
い
る
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

ア　

七
夕　
　

イ　

秋　
　

ウ　

源
氏
物
語
・
枕
草
子

エ　

自
分
の
書
い
て
い
る
こ
の
文
章 

問
七　
　
　

線
⑦
で
筆
者
が
言
い
た
か
っ
た
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

だ
か
ら
七
夕
を
祭
る
の
は
優
雅
な
も
の
な
の
だ
。

イ　

だ
か
ら
皆
源
氏
物
語
・
枕
草
子
に
書
か
れ
て
い
る
の
だ
。

ウ　

だ
か
ら
言
い
た
い
こ
と
は
ど
ん
ど
ん
言
っ
た
ほ
う
が
い
い
。

エ　

だ
か
ら
言
い
古
さ
れ
た
こ
と
を
書
い
て
も
か
ま
わ
な
い
の
だ
。

問
八　

秋
と
い
う
季
節
を
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な

も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

人
に
し
み
じ
み
と
情じ
ょ
う

趣し
ゅ

を
感
じ
さ
せ
る
季
節
。

イ　

忙い
そ
が

し
い
中
に
も
実
り
の
喜
び
が
あ
る
季
節
。

ウ　

人
の
心
を
何
か
と
い
ら
だ
た
せ
る
季
節
。

エ　

喜
び
と
腹
立
た
し
さ
が
生
じ
る
季
節
。 

5
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漢
文
・
漢
詩
で
は
、
教
科
書
で
学
ん
だ
基き

礎そ

的
な
こ
と
や
特と
く

殊し
ゅ

文
字
の
働
き
を

お
さ
え
て
、
内
容
を
と
ら
え
よ
う
。
漢
文
・
漢
詩
の
読
解
の
際
、
特
に
ポ
イ
ン
ト

と
な
る
の
は
、
以
下
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

◇
漢
文　

昔
の
中
国
の
文
章
（
日
本
で
そ
れ
を
ま
ね
た
も
の
も
含
む
）。

◦
訓
読

　

訓
読
と
は
、
中
国
語
で
書
か
れ
た
も
の
を
、
意
味
が
わ
か
る
よ
う
に
訳
し
て

読
む
こ
と
。
訓
読
の
際
に
用
い
る
記
号
を
覚
え
て
、
内
容
を
読
み
取
ろ
う
。

①
返
り
点　

漢
字
を
読
む
順
序
を
示
す
記
号
。

·
レ
点　

一
字
だ
け
、
上
に
返
っ
て
読
む
。　
　

1　
3
レ

2
。

·
一
・
二
点　

二
字
以
上
、
返
っ
て
読
む
。　
　

3
二

1　
2
一。

·
上
・
下
点　

一
・
二
点
の
部
分
を
は
さ
ん
で
、
上
に
返
っ
て
読
む
。

6
下

1　
4
二

2　
3
一

5
上。

②
送 

り
が
な　

漢
文
を
訓
読
す
る
た
め
補
っ
た
助
詞
、
用
言
の
活
用
語
尾
な
ど

を
い
う
。
漢
字
の
右
下
に
、
歴
史
的
か
な
づ
か
い
を
使
い
、
か
た
か
な
で

つ
け
る
。　
　

子　
曰い
ハ
ク

③
書
き
下
し
文　

漢
文
を
訓
読
し
た
と
お
り
に
、
漢
字
と
か
な
で
書
い
た
文
。

春
眠
暁
を
覚
え
ず
（
春　
眠　
不ず
レ

覚
エレ

暁
ヲ

）

◦
特
殊
文
字

①
再
読
文
字　

一
度
読
ん
で
、
再
び
下
か
ら
返
っ
て
読
む
字
。

未（
打
消
）　

人　
未い
ま

レ

還か
へ
ラ

。　

人
い
ま
だ
還
ら
ず
。

猶（
比ひ

況き
ょ
う

）　

過　
猶な
ホレ

不ル
ガレ

及
バ

。　

過
ぎ
た
る
は
な
ほ
及
ば
ざ
る
が
ご
と
し
。

②
置
き
字　

直
接
読
ま
ず
、
他
の
文
字
の
送
り
が
な
で
働
き
を
表
す
。

於（
比ひ

較か
く

）　

苛　
政
ハ

猛
シ二

於　
暴　
虎ヨ
一 リ

モ

。　

苛か

政せ
い

は
暴ぼ
う

虎こ

よ
り
も
猛た
け

し
。

而（
順
接
）　

学ビ
テ

而　
時
ニ

習
フレ

之こ
れ
ヲ。　

学
び
て
時
に
之
を
習
ふ
。

ダ
ず

ギ
タ
ル
ハご

と
シ

◇
漢�

詩　

中
国
の
古
典
の
詩
。
リ
ズ
ム
を
重
視
し
、
短
い
言
葉
の
中
で
感
動
を
伝

え
て
い
る
。

◦
種
類
・
構
成

　

唐
代
以
後
の
詩（
近
体
詩
）は
定
型
詩
で
、
主
な
も
の
に
、
句
数
が
四
句
の
絶ぜ
っ

句く

、
句
数
が
八
句
の
律り
っ

詩し

が
あ
る
。
一
句
の
字
数
が
五
字
の
も
の
を
五ご

言ご
ん

、
七

字
の
も
の
を
七
言
と
い
い
、
そ
れ
ぞ
れ
五
言
絶
句
、
七
言
絶
句
、
五
言
律
詩
、

七
言
律
詩
と
い
う
。
文
章
構
成
で
よ
く
き
く
「
起
承
転
結
」
は
も
と
は
漢
詩
の

構
成
の
型
。
絶
句
の
場
合
、
一
句
を
起
句
、
二
句
を
承
句
、
三
句
を
転
句
、
四

句
を
結
句
と
い
う
。
起
句
は
歌
い
起
こ
し
、
承
句
は
起
句
を
受
け
て
筋
を
展
開

し
、
転
句
は
流
れ
を
転
じ
て
変
化
を
も
た
ら
し
、
結
句
は
全
体
を
し
め
く
く
る
。

◦
表
現
技
法

　

漢
詩
に
独
特
な
表
現
技
法
と
し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

押お
う

韻い
ん

…
同
じ
音
を
句
末
に
置
き
、
リ
ズ
ム
を
整
え
る
。

対
句
…
二
つ
の
句
を
対
照
的
に
対
応
さ
せ
、
印
象
を
強
め
る
。

静せ
い　

夜や　

思し　
　
　

李り

白は
く

牀し
や
う　

前ぜ
ん　

看み
ル二

月　

光
ヲ一　
　

一
句（
起
句
）　
　

疑フ
ラ
ク
ハ

是こ
レ

地　

上
ノ

霜カ
ト　　
　

二
句（
承
句
）

挙ゲ
テレ

頭か
う
べ
ヲ

望
ミ二

山　

月
ヲ一　
　

三
句（
転
句
）

低た
レ
テレ

頭
ヲ

思
フ二

故　

郷
ヲ一　
　

四
句（
結
句
）　

　

漢
文
・
漢
詩
で
は
、
ま
ず
き
ま
り
を
覚
え
、
漢
文
・
漢
詩
独
特
の
言
い
回
し
に

慣
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　
「
光こ
う

」「
霜そ
う

」「
郷き
ょ
う

」
が
韻

を
ふ
ん
で
い
る
（
押
韻
）

　
五
　
　
言

bfgfe

　
　
　

挙
頭　
　

望
山
月

対
句
…　
↔　
　
　
　

↔

　
　
　

低
頭　
　

思
故
郷
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5
次
の
漢
詩
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

絶
句　
　
　
　

杜と

甫ほ　
　
　

＊
１
杜
甫
=
唐と
う

代
の
代
表
的
な
詩
人
の
一
人
。

江
ハ

碧み
ど
り
ニ
シ
テ

鳥
ハ

逾い
よ
い
よ　

　

白
ク　
　
　

＊
２
碧
=
深
く
澄す

ん
だ
み
ど
り
。

山
ハ

青
ク
シ
テ

花
ハ

欲ほ
っ
スレ

然も
エ
ン
ト　

　
　

＊
３
然
=
燃
え
る
。

今　

春　

看み
す
み
す　

　

又ま
た　

過
グ　
　
　

＊
４
看
=
見
て
い
る
間
に
。

何い
づ
レ
ノ

日
カ

是こ
レ

帰　

年
ナ
ラ
ン

問
一　

こ
の
詩
に
つ
い
て
、
次
の
文
の

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
か
数
字
を
書
け
。

⑴　

こ
の
詩
の
形
式
は
「

絶
句
」
で
あ
る
。

⑵　

絶
句
の
構
成
は
「
起
承

結
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。

⑶　

こ
の
詩
で
、
対
句
が
使
わ
れ
て
い
る
の
は
第

・

句
で
あ
る
。

⑷　

と

が
韻い
ん

を
ふ
ん
で
い
る
（
押お
う

韻い
ん

）。

 

⑴

　

⑵

　

⑶

・

　

⑷

・

問
二　

第
二
句
の
書
き
下
し
文
を
書
け
。

問
三　

第
三
句
・
第
四
句
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
そ

れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

春
の
到
来
の
喜
び
。　
　

イ　

時
が
過
ぎ
ゆ
く
こ
と
へ
の
な
げ
き
。

ウ　

故
郷
を
懐な
つ
か

し
む
思
い
。　

エ　

故
郷
へ
帰
れ
る
喜
び
。

 

第
三
句

　

　

第
四
句

　

6
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

　

宋そ
う

人ひ
と

に
其そ

の
苗な
え

の
長
ぜ
ざ
る
を
閔う

れ

へ
て
之こ
れ

を
揠ぬ

く
者
有
り
。
芒ぼ
う

芒ぼ
う

然ぜ
ん

と
し
て
帰

＊
１

＊
２

＊
３

＊
４

＊
１

＊
２
①

＊
３

＊
４

 

り
、
其
の
人
に
謂い

ひ
て
曰い

は
く
、
今こ
ん

日に
ち

病つ
か

れ
た
り
。
予わ
れ

苗
を
助
け
て
長
ぜ
し
む
と
。

其
の
子
趨は
し

り
て
往ゆ

き
て
之
を
視み

れ
ば
、
苗
則す
な
は

ち
槁か

れ
た
り
。
天
下
の
苗
を
助
け
て

長
ぜ
し
め
ざ
る
者
寡す
く
な

し
。

宋
人
ニ

有
リ下

閔ヘ
テ二

其
ノ

苗
之
不ル
ヲ一レ
長
ゼ

而
揠
クレ

之
ヲ

者
上。
芒
芒
然ト
シ
テ

帰
リ、謂ヒ
テ二

其
ノ

人
ニ一

曰ハ
ク、今

日
病レ

タ
リ

矣
。予
助
レ

苗
ヲ

長ゼ
シ
ム
ト

矣
。其
ノ

子
趨リ
テ

而
往キ
テ

視
レ

之
、苗
則
チ

槁レ
タ
リ

矣
。天
下
之
不

助
レ

苗
ヲ

長ゼ
シ
メ一

者
寡
シ

矣
。 

（『
孟も
う

子し

』）

＊
１
宋
人
=
宋
の
国
の
人
。
宋
は
、
中
国
の
古
代
に
あ
っ
た
小
国
。

＊
２
閔
へ
て
=
心
配
し
て
。　
　

＊
３
揠
く
=
引
き
伸の

ば
す
。
引
っ
張
る
。

＊
４
芒
芒
然
と
し
て
=
疲つ
か

れ
て
ぼ
ん
や
り
し
て
。　

＊
５
其
の
人
=
家
族
。

＊
６
槁
れ
た
り
=
枯か

れ
て
し
ま
っ
て
い
た
。　
　

＊
７
天
下
=
世
の
中
。

問
一　

会
話
文
を
一
か
所
探
し
、
書
き
下
し
文
か
ら
書
き
抜ぬ

け
。

問
二　
　
　

線
①「
閔
へ
て
」と
あ
る
が
、 

何
を
心
配
し
た
の
か
。 

問
三　
　
　

線
②
「
不
二

助
レ

苗
長
一

」の
四
つ
の
漢
字
の
読
む
順
序
を（　

）内
に
算

用
数
字
で
書
け
。

（　

）（　

）（　

）（　

）

　

不　
　

助　
　

苗　
　

長

問
四　

こ
の
文
章
の
内
容
を
簡
潔
に
書
け
。

問
五　

こ
の
文
章
か
ら
で
き
た
故
事
成
語
を
漢
字
二
字
で
書
け
。

 

＊
５

＊
６

＊
７

ケ
テ

レ
バ

ヲ

②

ル二

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

　

そ
の
子
供
に
は
、
実
際
、
食
事
が
苦
痛
だ
っ
た
。
体
内
へ
色
、
香
り
、
味
の
あ

る
塊か
た
ま
り

を
入
れ
る
と
、
何
か
身
が
汚け
が

れ
る
気
が
し
た
。
空
気
の
よ
う
な
食
べ
物
は
な

い
か
と
思
う
。
腹
が
減
る
と
飢う

え
は
十
分
感
じ
る
の
だ
が
、
う
っ
か
り
食
べ
る
気

は
し
な
か
っ
た
。
床と
こ

の
間
の
冷
た
く
透す

き
通
っ
た
水す
い

晶し
ょ
う

の
置
物
に
、
舌
を
当
て
た

り
、
頰ほ
お

を
付
け
た
り
し
た
。
飢
え
ぬ
い
て
、
頭
の
中
が
澄す

み
き
っ
た
ま
ま
、
だ
ん

だ
ん
気
が
遠
く
な
っ
て
行
く
。
そ
れ
が
谷や

地ち

の
池
水
を
隔へ
だ

て
て
、
丘お
か

の
後
ろ
へ
入

り
か
け
る
夕ゆ
う

陽ひ

を
眺な
が

め
て
い
る
と
き
で
で
も
あ
る
と
、
子
供
は
こ
の
ま
ま
の
め
り

倒た
お

れ
て
死
ん
で
も
構
わ
な
い
と
さ
え
思
う
。
だ
が
、
こ
の
場
合
は
く
ぼ
ん
だ
腹
に

き
つ
く
締し

め
つ
け
て
あ
る
帯
の
間
に
両
手
を
無
理
に
差
し
込こ

み
、
体
は
前
の
め
り

の
ま
ま
首
だ
け
仰あ
お

の
い
て
、

「
お
母
さ
あ
ん
。」

と
呼
ぶ
。
子
供
の
呼
ん
だ
の
は
、
現
在
の
生
み
の
母
の
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
子

供
は
現
在
の
生
み
の
母
は
家
族
中
で
い
ち
ば
ん
好
き
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
子
供
に

は
、
ま
だ
ほ
か
に
自
分
に
「
お
母
さ
ん
」
と
呼
ば
れ
る
女
性
が
あ
っ
て
、
ど
こ
か

に
い
そ
う
な
気
が
し
た
。
自
分
が
い
ま
呼
ん
で
、
も
し
「
は
い
」
と
言
っ
て
そ
の

女
性
が
目
の
前
に
出
て
来
た
な
ら
、
自
分
は
び
っ
く
り
し
て
気
絶
し
て
し
ま
う
に

ち
が
い
な
い
と
は
思
う
。
し
か
し
、
呼
ぶ
こ
と
だ
け
は
悲
し
い
楽
し
さ
だ
っ
た
。

「
お
母
さ
あ
ん
。
お
母
さ
あ
ん
。」

薄う
す

紙が
み

が
風
に
震ふ
る

え
る
よ
う
な
声
が
続
い
た
。

「
は
あ
い
。」

と
返
事
を
し
て
現
在
の
生
み
の
母
親
が
出
て
来
た
。

「
お
や
、
こ
の
子
は
、
こ
ん
な
所
で
、
ど
う
し
た
の
よ
。」

　

肩か
た

を
ゆ
す
っ
て
顔
を
の
ぞ
き
込こ

む
。
子
供
は
勘か

ん

違ち
が

い
し
た
母
親
に
対
し
て
何
だ

か
恥は

ず
か
し
く
、
赤
く
な
っ
た
。

「
だ
か
ら
、
三
度
三
度
ち
ゃ
ん
と
ご
飯
食
べ
て
お
く
れ
と
言
う
の
に
。
さ
、
ほ
ん

と
に
後
生
だ
か
ら
。」

　

母
親
は
お
ろ
お
ろ
の
声
で
あ
る
。
こ
う
い
う
心
配
の
あ
げ
く
、
卵
と
浅
草
海の

苔り

が
こ
の
子
の
い
ち
ば
ん
性し
ょ
う

に
合
う
食
べ
物
だ
と
い
う
こ
と
が
見み

出い
だ

さ
れ
た
の
だ
っ

た
。
こ
れ
な
ら
子
供
に
は
腹
に
重
苦
し
い
だ
け
で
、
汚
さ
れ
ざ
る
も
の
に
感
じ
た
。

　

子
供
は
ま
た
、
と
き
ど
き
せ
つ
な
い
感
情
が
、
体
の
ど
こ
か
ら
か
わ
か
ら
な
い

で
体
い
っ
ぱ
い
に
詰つ

ま
る
の
を
感
じ
る
。
そ
の
と
き
は
、
酸
味
の
あ
る
柔や
わ

ら
か
い

も
の
な
ら
何
で
も
嚙か

ん
だ
。
生
梅
や
橘た
ち
ば
な

の
実
を
も
い
で
来
て
嚙
ん
だ
。
さ
み
だ
れ

の
季
節
に
な
る
と
、
子
供
は
都
会
の
中
の
丘
と
谷
あ
い
に
そ
れ
ら
の
実
の
在
所
を
、

そ
れ
ら
を
つ
い
ば
み
に
来
る

Ａ

よ
く
知
っ
て
い
た
。

　

子
供
は
、
小
学
校
は
よ
く
出
来
た
。
一
度
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
し
た
も
の
は
、

す
ぐ
わ
か
っ
て
乾か
ん

板ば
ん

の
よ
う
に
脳
の
ひ
だ
に
焼
き
つ
け
た
。
子
供
に
は
学
課
の
容

易
さ
が
つ
ま
ら
な
か
っ
た
。
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
冷れ
い

淡た
ん

さ
が
、
か
え
っ
て
学
課
の

出
来
を
よ
く
し
た
。

　

家
の
中
で
も
学
校
で
も
、
み
ん
な
は
こ
の
子
供
を
別
物
扱あ
つ
か

い
に
し
た
。

　

父
親
と
母
親
と
が
一
室
で
言
い
争
っ
て
い
た
末
、
母
親
は
子
供
の
と
こ
ろ
へ
来

て
、
し
み
じ
み
と
し
た
調
子
で
言
っ
た
。

「
ね
え
、
お
ま
え
が
あ
ん
ま
り
や
せ
て
い
く
も
ん
だ
か
ら
学
校
の
先
生
た
ち
の
間

で
、
あ
れ
は
家
庭
で
健
康
の
注
意
が
足
り
な
い
か
ら
だ
と
い
う
話
が
持
ち
上
が
っ

た
ん
だ
よ
。
そ
れ
を
聞
い
て
来
て
お
父
さ
ん
は
、
あ
あ
い
う
性
分
だ
も
ん
だ
か
ら
、

わ
た
し
に
意
地
悪
く
当
た
り
な
さ
る
ん
だ
よ
。」 ①

＊
１
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そ
こ
で
母
親
は
、
畳た
た
み

の
上
に
手
を
つ
い
て
、
子
供
に
向
か
っ
て
こ
っ
く
り
と
頭

を
下
げ
た
。

「
ど
う
か
頼た
の

む
か
ら
、
も
っ
と
食
べ
る
も
の
を
食
べ
て
、
太
っ
て
お
く
れ
。
そ
う

し
て
く
れ
な
い
と
、
わ
た
し
は
朝
晩
、
い
た
た
ま
れ
な
い
気
が
す
る
か
ら
。」

　

子
供
は
自
分
の
異
常
な
性
質
か
ら
、
い
ず
れ
は
犯お

か

す
で
あ
ろ
う
と
予
感
し
た
罪

悪
を
犯
し
た
気
が
し
た
。
わ
る
い
。
母
に
手
を
つ
か
せ
、
お
じ
ぎ
を
さ
せ
て
し
ま 

っ
た
の
だ
。
頭
が
か
っ
と
な
っ
て
体
に
震
え
が
来
た
。
だ
が
不
思
議
に
も
心
は
か

え
っ
て
安
ら
か
だ
っ
た
。
す
で
に
自
分
は
、
こ
ん
な
不
孝
を
し
て
悪
人
と
な
っ
て

し
ま
っ
た
。
こ
ん
な
や
つ
な
ら
、
自
分
は
滅ほ
ろ

び
て
し
ま
っ
て
も
自
分
で
惜お

し
い
と

も
思
う
ま
い
。
よ
し
、
何
で
も
食
べ
て
み
よ
う
。
食
べ
慣
れ
な
い
も
の
を
食
べ
て

体
が
震
え
、
吐は

い
た
り
も
ど
し
た
り
、
そ
の
上
、
体
中
が
濁に
ご

り
腐く
さ

っ
て
死
ん
で
し

ま
っ
て
も
よ
い
と
し
よ
う
。
生
き
て
い
て
始
終
食
べ
物
の
好
き
嫌き
ら

い
を
し
、
人
を

も
自
分
を
も
悩な
や

ま
せ
る
よ
り
そ
の
方
が
ま
し
で
は
あ
る
ま
い
か　
　

。

　

子
供
は
、
平
気
を
装よ
そ
お

っ
て
家
の
も
の
と
同
じ
食
事
を
し
た
。
す
ぐ
吐
い
た
。
口

中
や
咽の

喉ど

を
極
力
無
感
覚
に
制
御
し
た
つ
も
り
だ
が
嚥の

み
下
し
た
喰た

べ
も
の
が
、

母
親
以
外
の
女
の
手
が
触ふ

れ
た
も
の
と
思
う
途と

端た
ん

に
、
胃い

囊ぶ
く
ろ

が
不
意
に
逆
に
絞し
ぼ

り

上
げ
ら
れ
た　
　

女
中
の
裾す
そ

か
ら
出
る
剝は

げ
た
赤
い
ゆ
も
じ
や
飯め
し

炊た

き
婆ば
あ

さ
ん
の

横
顔
に
な、
ぞ、
っ、
て、
あ
る
黒
鬢び
ん

つ
け
の
印
象
が
胸
の
中
を

Ｂ

搔か

き
廻ま
わ

し
た
。

　

兄
と
姉
は
い
や
な
顔
を
し
た
。
父
親
は
、
子
供
を
横よ
こ

眼め

で
ち
ら
り
と
見
た
ま
ま
、

知
ら
ん
顔
し
て
晩ば
ん

酌し
ゃ
く

の
盃さ
か
ず
き

を
傾か
た
む

け
て
い
た
。
母
親
は
子
供
の
吐
き
も
の
を
始
末
し

な
が
ら
、
恨う
ら

め
し
そ
う
に
父
親
の
顔
を
見
て
、

「
そ
れ
ご
覧
な
さ
い
。
あ
た
し
の
せ
い
ば
か
り
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
こ
の
子
は

こ
う
い
う
性
分
で
す
」

　

と
嘆た
ん

息そ
く

し
た
。
し
か
し
、父
親
に
対
し
て
母
親
は
な
お
、お
ず
お
ず
は
し
て
い
た
。

　

そ
の
翌よ
く

日じ
つ

で
あ
っ
た
。
母
親
は
青
葉
の
映
り
の
濃こ

く
射さ

す
縁え
ん

側が
わ

へ
新
し
い
茣ご

座ざ

を
敷し

き
、
俎ま
な

板い
た

だ
の
庖ほ
う

丁ち
ょ
う

だ
の
水み
ず

桶お
け

だ
の
蠅は
い

帳ち
ょ
う

だ
の
持
ち
出
し
た
。
そ
れ
も
み
な

②

＊
２

＊
３

③

＊
４

 

買
い
立
て
の
真
新
し
い
も
の
だ
っ
た
。

　

母
親
は
、
自
分
と
俎
板
を
距へ
だ

て
た
向
こ
う
側
に
子
供
を
坐す
わ

ら
せ
た
。
子
供
の
前

に
は
膳ぜ
ん

の
上
に
一
つ
の
皿
を
置
い
た
。

　

母
親
は
、
腕う
で

捲ま
く

り
し
て
、
薔ば

薇ら

い
ろ
の
掌て
の
ひ
ら

を
差
し
出
し
て
手
品
師
の
よ
う
に
、

手
の
裏
表
を
返
し
て
子
供
に
見
せ
た
。
そ
れ
か
ら
そ
の
手
を
言
葉
と
共
に
調
子
づ

け
て
擦こ
す

り
な
が
ら
云い

っ
た
。

「
よ
く
ご
覧
、
使
う
道
具
は
、
み
ん
な
新
し
い
も
の
だ
よ
。
そ
れ
か
ら
拵こ

し
ら

え
る
人

は
、
お
ま
え
さ
ん
の
母
さ
ん
だ
よ
。
手
は
こ
ん
な
に
も
よ
く
き
れ
い
に
洗
っ
て
あ

る
よ
。
判わ
か

っ
た
か
い
。
判
っ
た
ら
、
さ
、
そ
こ
で　
　

」

　

母
親
は
、
鉢は
ち

の
中
で
炊
き
さ
ま
し
た
飯
に
酢す

を
混
ぜ
た
。
母
親
も
子
供
も
こ
ん

こ
ん
噎む

せ
た
。
そ
れ
か
ら
母
親
は
そ
の
鉢
を
傍か
た
わ

ら
に
寄
せ
て
、
中
か
ら
い
く
ら
か

の
飯
の
分
量
を
摑つ
か

み
出
し
て
、
両
手
で
小
さ
く
長
方
形
に
握に
ぎ

っ
た
。

　

蠅
帳
の
中
に
は
、す
で
に
鮨す
し

の
具
が
調
理
さ
れ
て
あ
っ
た
。母
親
は
素す

早ば
や

く
そ
の

中
か
ら
ひ、
と、
き、
れ、
を
取
り
出
し
て
そ
れ
か
ら
ち
ょ
っ
と
押お

さ
え
て
、
長
方
形
に
握 

っ
た
飯
の
上
へ
載の

せ
た
。子
供
の
前
の
膳
の
上
の
皿
へ
置
い
た
。玉
子
焼
鮨ず
し

だ
っ
た
。

「
ほ
ら
、
鮨
だ
よ
、
お
す
し
だ
よ
。
手
々
で
、
じ
か
に
摑
ん
で
喰た

べ
て
も
好よ

い
の

だ
よ
」

　

子
供
は
、
そ
の
通
り
に
し
た
。
は
だ
か
の
肌
を
す
る
す
る
撫な

で
ら
れ
る
よ
う
な

こ
ろ
合
い
の
酸
味
に
、
飯
と
、
玉
子
の
あ、
ま、
み、
が
ほ
ろ
ほ
ろ
に
交
っ
た
あ
じ
わ
い

が
丁
度
舌
一
ぱ
い
に
乗
っ
た
具
合　
　

そ
れ
を
ひ
と
つ
喰
べ
て
し
ま
う
と
体
を
母

に
拠す

り
つ
け
た
い
ほ
ど
、
お
い
し
さ
と
、
親
し
さ
が
、
ぬ
く
め
た
香こ
う

湯と
う

の
よ
う
に

子
供
の
身
う
ち
に
湧わ

い
た
。

　

子
供
は
お
い
し
い
と
云
う
の
が
、
き
ま
り
悪
い
の
で
、
た
だ
、
に
い
っ
と
笑
っ

て
、
母
の
顔
を
見
上
げ
た
。

「
そ
ら
、
も
ひ
と
つ
、
い
い
か
ね
」

　

母
親
は
、
ま
た
手
品
師
の
よ
う
に
、
手
を
う
ら
返
し
に
し
て
見
せ
た
後
、
飯
を

④
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握
り
、
蠅
帳
か
ら
具
の
一ひ
と

片き

れ
を
取
り
だ
し
て
押
し
つ
け
、
子
供
の
皿
に
置
い
た
。

　

子
供
は
今
度
は
握
っ
た
飯
の
上
に
乗
っ
た
白
く
長
方
形
の
切
片
を
気
味
悪
く
覗の
ぞ

い
た
。
す
る
と
母
親
は
怖こ
わ

く
な
い
程
度
の
威い

丈た
け

高だ
か

に
な
っ
て
、

「
何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
白
い
玉
子
焼
き
だ
と
思
っ
て
喰
べ
れ
ば
い
い
ん
で
す
」

　

と
い
っ
た
。

　

か
く
て
、
子
供
は
、
烏い

賊か

と
い
う
も
の
を
生
ま
れ
て
始
め
て
喰
べ
た
。

Ｃ

滑な
め

ら
か
さ
が
あ
っ
て
、
生な
ま

餅も
ち

よ
り
、
よ
っ
ぽ
ど
歯
切
れ
が
よ
か
っ
た
。
子
供
は
烏

賊
鮨
を
喰
べ
て
い
た
そ
の
冒ぼ
う

険け
ん

の
さ
な
か
、
詰
め
て
い
た
息
の
よ
う
な
も
の
を
、

は
っ
、
と
し
て
顔
の
力
み
を
解
い
た
。
う
ま
か
っ
た
こ
と
は
、
笑
い
顔
で
し
か
現

さ
な
か
っ
た
。

　

母
親
は
、
こ
ん
ど
は
、
飯
の
上
に
、
白
い
透
き
と
お
る
切
片
を
つ
け
て
出
し
た
。

子
供
は
、
そ
れ
を
取
っ
て
口
へ
持
っ
て
行
く
と
き
に
、
脅お
び
や

か
さ
れ
る
に
お
い
に
掠か
す

め
ら
れ
た
が
、
鼻
を
詰
ま
ら
せ
て
、
思
い
切
っ
て
口
の
中
へ
入
れ
た
。

　

白
く
透
き
通
る
切
片
は
、
咀そ

嚼し
ゃ
く

の
た
め
に
、
上
品
な
う
ま
味
に
衝つ

き
く
ず
さ
れ
、

程
よ
い
滋じ

味み

の
圧
感
に
混
じ
っ
て
、
子
供
の
細
い
咽
喉
へ
通
っ
て
行
っ
た
。

「
今
の
は
、
た
し
か
に
、
ほ
ん
と
う
の
魚
に
違
い
な
い
。
自
分
は
、
魚
が
喰
べ
ら

れ
た
の
だ　
　

」

　

そ
う
気
づ
く
と
、
子
供
は
、
は
じ
め
て
、
生
き
て
い
る
も
の
を
嚙
み
殺
し
た
よ

う
な
征せ
い

服ふ
く

と
新し
ん

鮮せ
ん

を
感
じ
、
あ
た
り
を
広
く
見
廻
し
た
い
歓よ
ろ
こ

び
を
感
じ
た
。
む
ず

む
ず
す
る
両
方
の
脇わ
き

腹ば
ら

を
、
同
じ
よ
う
な
歓
び
で
、
じ
っ
と
し
て
い
ら
れ
な
い
手

の
指
で
摑
み
搔か

い
た
。

「
ひ
、
ひ
、
ひ
、
ひ
、
ひ
」

　

無む

暗や
み

に
疳か
ん

高だ
か

に
子
供
は
笑
っ
た
。
母
親
は
、
勝
利
は
自
分
の
も
の
だ
と
見
て
と

る
と
、
指
に
つ
い
た
飯め
し

粒つ
ぶ

を
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
払は
ら

い
落
と
し
た
り
し
て
か
ら
、
わ

ざ
と
落
ち
つ
い
て
蠅
帳
の
な
か
を
子
供
に
見
せ
ぬ
よ
う
覗の

ぞ

い
て
云
っ
た
。

「
さ
あ
、
こ
ん
ど
は
、
何
に
し
よ
う
か
ね
…
…
は
て
ね
…
…
ま
だ
あ
る
か
し
ら
ん

⑤

 …
…
」
子
供
は
焦い
ら

立だ

っ
て
絶ぜ
っ

叫き
ょ
う

す
る
。

「
す
し
！　

す
し
！
」

　

母
親
は
、
嬉う
れ

し
い
の
を
ぐ
っ
と
堪こ
ら

え
る
少
し
呆と
ぼ

け
た
よ
う
な　
　

そ
れ
は
子
供

が
、
母
と
し
て
は
一
ば
ん
好
き
な
表
情
で
、
生し
ょ
う

涯が
い

忘
れ
得
な
い
美
し
い
顔
を
し
て
、

「
で
は
、
お
客
さ
ま
の
お
好
み
に
よ
り
ま
し
て
、
次
を
差
し
上
げ
ま
あ
す
」

　

最
初
の
と
き
の
よ
う
に
、
薔
薇
い
ろ
の
手
を
子
供
の
眼
の
前
に
近
づ
け
、
母
は

ま
た
も
手
品
師
の
よ
う
に
裏
と
表
を
返
し
て
見
せ
て
か
ら
鮨
を
握
り
出
し
た
。
同

じ
よ
う
な
白
い
身
の
魚
の
鮨
が
握
り
出
さ
れ
た
。

　

母
親
は
ま
ず
最
初
の
試
み
に
注
意
深
く
色
と
生な
ま

臭ぐ
さ

の
無
い
魚
肉
を
選
ん
だ
ら
し

い
。
そ
れ
は
鯛た
い

と
比ひ

良ら

目め

で
あ
っ
た
。

　

子
供
は
続
け
て
喰
べ
た
。
母
親
が
握
っ
て
皿
の
上
に
置
く
の
と
、
子
供
が
摑
み

取
る
手
と
、
競
争
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
熱
中
が
、
母
と
子
を
何
も
考
え
ず
、

意
識
し
な
い
一
つ
の
気
持
ち
の
痺し
び

れ
た
世
界
に
牽ひ

き
入
れ
た
。
五
つ
六
つ
の
鮨
が

握
ら
れ
て
、
摑
み
取
ら
れ
て
、
喰
べ
ら
れ
る　
　

そ
の
運
び
に
面
白
く
調
子
が
つ

い
て
来
た
。
美
人
の
母
親
の
握
る
鮨
は
、
い
ち
い
ち
大
き
さ
が
違
っ
て
い
て
、
形

も
不
細
工
だ
っ
た
。
鮨
は
、
皿
の
上
に
、
こ
ろ
り
と
倒た
お

れ
て
、
載
せ
た
具
を
傍か
た
わ

ら

へ
落
と
す
も
の
も
あ
っ
た
。
子
供
は
、
そ
う
い
う
も
の
へ
却か
え

っ
て
愛
感
を
覚
え
、

自
分
で
形
を
調と
と
の

え
て
喰
べ
る
と
余
計
お
い
し
い
気
が
し
た
。
子
供
は
、
ふ
と
、
日ひ

頃ご
ろ

、
内
し
ょ
で
呼
ん
で
い
る
も
一
人
の
幻げ

ん

想そ
う

の
な
か
の
母
と
い
ま
目
の
前
に
鮨
を

握
っ
て
い
る
母
と
が
眼
の
感
覚
だ
け
か
頭
の
中
で
か
、
一い

っ

致ち

し
か
け
一
重
の
姿
に

紛ま
ぎ

れ
て
い
る
気
が
し
た
。

（
岡お
か

本も
と

か
の
子こ

『
鮨
』）

＊
１
乾
板
=
フ
ィ
ル
ム
の
役
目
を
す
る
、
ガ
ラ
ス
板
な
ど
に
薬
品
を
塗ぬ

っ
た
も
の
。

＊
２
ゆ
も
じ
=
女
性
の
腰こ
し

巻ま
き

。

＊
３
黒
鬢
つ
け
=
日に

本ほ
ん

髪が
み

用
の
整せ
い

髪は
つ

油
。

＊
４
蠅
帳
=
食
品
の
上
に
か
ぶ
せ
て
ハ
エ
の
た
か
る
の
を
防
ぐ
傘か
さ

状じ
ょ
う

の
道
具
。

⑥

100105110115120

125130135140
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33　実力強化問題 4

問
一　
　
　

線
①
「
勘
違
い
し
た
母
親
」
と
あ
る
が
、
母
親
は
何
を
ど
の
よ
う
に

勘
違
い
し
た
の
か
書
け
。

問
二　

Ａ
〜
Ｃ
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら

選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

か
ら
す
の
よ
う
に　
　
　

イ　

獣け
も
の

の
よ
う
に

ウ　

象ぞ
う

牙げ

の
よ
う
な　
　
　
　

エ　

暴
力
の
よ
う
に

オ　

も
ぎ
た
て
の
果
実
の
よ
う
な

 
Ａ

　

Ｂ

　

Ｃ

問
三　
　
　

線
②
「
い
ず
れ
は
犯
す
で
あ
ろ
う
と
予
感
し
た
罪
悪
」
と
は
ど
の
よ

う
な
こ
と
か
。
文
中
か
ら
二
字
で
書
き
抜ぬ

け
。

問
四　
　
　

線
③
「
そ
れ
ご
覧
な
さ
い
。
あ
た
し
の
せ
い
ば
か
り
で
は
な
い
で
し 

ょ
う
」
と
い
う
の
は
、
だ
れ
が
ど
ん
な
こ
と
を
母
親
に
言
っ
た
こ
と
に
対
す

る
言
葉
か
書
け
。

 

だ
れ

ど
ん
な

こ
と

 

問
五　
　
　

線
④
「
よ
く
ご
覧
、
…
…
洗
っ
て
あ
る
よ
」
と
子
供
に
言
っ
た
の
は

な
ぜ
か
。
そ
れ
が
わ
か
る
一
文
を
文
中
か
ら
探
し
、
初
め
と
終
わ
り
の
五
字

を
書
き
抜
け
。

 

　

〜　

問
六　
　
　

線
⑤
「
わ
ざ
と
落
ち
つ
い
て
蠅
帳
の
な
か
を
子
供
に
見
せ
ぬ
よ
う
覗

い
て
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
母
親
は
そ
ん
な
ふ
う
に
ふ
る
ま
っ
た
の
か
。
最
も

適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

蠅
帳
の
な
か
の
魚
を
子
供
が
見
る
と
、
ふ
た
た
び
子
供
が
気
味
悪
さ
を

感
じ
、
鮨
を
食
べ
な
く
な
る
と
思
っ
た
か
ら
。

イ　

子
供
が
鮨
を
食
べ
て
く
れ
た
の
は
う
れ
し
い
が
、
そ
の
喜
び
を
表
に
出

す
と
、
子
供
の
気
持
ち
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
。

ウ　

子
供
が
鮨
を
好
い
て
く
れ
た
よ
う
な
の
で
、
わ
ざ
と
じ
ら
せ
て
、
鮨
に

対
す
る
欲
求
を
高
め
よ
う
と
考
え
た
か
ら
。

エ　

子
供
が
鮨
を
食
べ
す
ぎ
て
吐
き
だ
す
と
困
る
の
で
、
少
し
間
を
お
い
て
、

食
べ
さ
せ
よ
う
と
し
た
か
ら
。

 

問
七　
　
　

線
⑥
「
内
し
ょ
で
呼
ん
で
い
る
も
一
人
の
幻
想
の
な
か
の
母
と
…
…

紛
れ
て
い
る
気
が
し
た
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

心
の
中
で
し
か
呼
び
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
母
親
が
、
直
接
呼

び
か
け
る
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
身
近
な
存
在
と
し
て
意
識
で
き
る
よ
う

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

眼
前
の
母
親
が
、
自
分
の
心
の
中
で
思
い
描え
が

い
て
い
た
実
の
母
親
に
近

づ
い
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

現
在
の
母
親
が
、
自
分
が
心
の
中
で
恋こ

い
慕し
た

い
続
け
て
き
た
理
想
の
母

親
と
同
じ
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

自
ら
の
手
で
鮨
を
握
っ
て
く
れ
る
母
親
は
、
心
に
想
像
し
て
い
た
通
り
、

自
分
を
理
解
し
偏へ
ん

食し
ょ
く

を
直
し
て
く
れ
る
母
親
で
あ
っ
た
こ
と
に 

気
が
つ
い
た
と
い
う
こ
と
。 




