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次
の
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
古
文
〕

　

亀か
め

山や
ま

殿ど
の

の
御み

池い
け

に
、
大お
ほ

井ゐ

川が
は

の
水
を
ま
か
せ
ら
れ
ん
と
て
、
大
井
の
土
民
に
仰お
ほ

せ

て
、
水み
づ

車ぐ
る
ま

を
造
ら
せ
ら
れ
け
り
。
多
く
の
銭あ
し

を
給た
ま

ひ
て
、
数
日
に
営
み
出い

だ
し
て
、

掛か

け
た
り
け
る
に
、
大お

ほ

方か
た

廻め
ぐ

ら
ざ
り
け
れ
ば
、
と
か
く
直
し
け
れ
ど
も
、
終つ
ひ

に
廻
ら 

で
、
徒い

た
づ

ら
に
立
て
り
け
り
。
さ
て
、
宇う

治ぢ

の
里さ
と

人び
と

を
召め

し
て
、
こ
し
ら
へ
さ
せ
ら
れ

け
れ
ば
、
や
す
ら
か
に
ゆ
ひ
て
参ま
ゐ

ら
せ
た
り
け
る
が
、
思
ふ
や
う
に
廻
り
て
、
水
を

汲く

み
入い

る
る
事
、
め
で
た
か
り
け
り
。

　

万よ
ろ
づ

に
そ
の
道
を
知
れ
る
者
は
、
や
ん
ご
と
な
き
も
の
な
り
。

 

（
兼け
ん

好こ
う

法
師
『
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』）

〔
現
代
語
訳
〕

　
（
後ご

嵯さ

峨が

上じ
ょ
う

皇こ
う

が
）
亀
山
離り

宮き
ゅ
う

の
御
池
に
、大
井
川
の
水
を
お
引
き
に
な
ろ
う
と
し

て
、
大
井
の
土
地
の
者
に
お
言
い
つ
け
に
な
っ
て
、
水
車
を
造
ら
せ
な
さ
っ
た
。（
上

皇
は
）
多
く
の
お
金
を
お
与あ
た

え
に
な
っ
て
、（
土
地
の
者
は
）数
日
か
か
っ
て
造
り
上

げ
て
、
取
り
つ
け
た
の
だ
が
、
い
っ
こ
う
に
ま
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
直

し
て
み
た
が
、
結
局
ま
わ
ら
な
く
て
、

立
っ
て
い
た
そ
う
だ
。
そ
こ
で
、（
上

皇
は
、
水
車
の
名
所
で
あ
る
）
宇
治
の
里
の
者
を
お
呼
び
に
な
っ
て
、
こ
し
ら
え
さ

せ
た
と
こ
ろ
、
簡
単
に
組
み
立
て
て
さ
し
上
げ
た
が
、（
今
度
は
）思
い
ど
お
り
に
ま

わ
り
、
水
を
く
み
入
れ
る
こ
と
は
、
み
ご
と
だ
っ
た
そ
う
だ
。

　

何
事
に
つ
け
て
も
そ
の
道
に
通
じ
て
い
る
者
は
、
尊
い
も
の
で
あ
る
。

問
一　
　
　

線
①
「
大
方
廻
ら
ざ
り
け
れ
ば
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
が
廻
ら
な
い
の

で
す
か
。
古
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

1

①

②

③

④

⑤

 

問
二　

に
あ
て
は
ま
る
、　
　

線
②
「
徒
ら
に
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
最
も

適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

が
ん
じ
ょ
う
そ
う
に

イ　

何
の
役
に
も
た
た
な
い
で

ウ　

い
た
ず
ら
を
さ
れ
た
ま
ま
で

エ　

奇き

妙み
ょ
う

な
か
っ
こ
う
で 

問
三　
　
　

線
③
・
④
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
き

な
さ
い
。

 

③　

　

④　

問
四　
　
　

線
⑤
「
そ
の
道
を
知
れ
る
者
」
に
あ
た
る
人
物
を
古
文
中
か
ら
書
き
抜

き
な
さ
い
。

 

　

問
五　

筆
者
の
感
想
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
ど
の
部
分
で
す
か
。
古
文
中
か
ら
一
文

で
探
し
、
そ
の
初
め
の
五
字
を
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 
問
六　

こ
の
文
章
で
筆
者
が
最
も
述
べ
た
か
っ
た
こ
と
は
何
で
す
か
。
最
も
適
当
な

も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

亀
山
離
宮
の
美
し
さ　
　

イ　

宇
治
の
里
の
者
の
器
用
さ

ウ　

専
門
家
の
尊
さ　
　
　
　

エ　

水
車
造
り
の
苦
労 
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次
の
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
古
文
〕

　

信の
ぶ

安や
す

と
い
ふ
も
の
あ
り
け
り
。
世
の
中
に
強が
う

盗だ
う

は
や
り
た
り
け
る
こ
ろ
、
も
し
家や

さ
が
さ
る
る
事
も
ぞ
あ
る
と
て
、
強
盗
を
す
べ
ら
か
さ
む
料れ

う

に
、
日
暮
る
れ
ば
、
家

の
外
に
小
竹
を
多
く
散
ら
し
置
き
て
、
つ
と
め
て
は
と
り
ひ
そ
め
け
り
。
あ
る
夜
、

家
近
く
、
焼
亡
の
あ
り
け
る
に
、
あ
わ
て
ま
ど
ひ
て
出い

づ
と
て
、
そ
の
小
竹
に
す
べ

り
て
、
ま
ろ
び
に
け
り
。
腰こ
し

を
打
ち
折
り
て
、
年
の
寄
り
た
れ
ば
、
ゆ
ゆ
し
く
わ
づ

ら
ひ
て
、
日ひ

数か
ず

経
て
ぞ
か
ら
く
し
て
よ
く
な
り
に
け
る
。
い
た
く
支し

度た
く

の
勝す
ぐ

れ
た
る

も
、
身
に
引
き
か
づ
く
こ
そ
を
か
し
け
れ
。 

（
橘
た
ち
ば
な
の

成な
り

季す
え

『
古こ

今こ
ん

著ち
ょ

聞も
ん

集じ
ゅ
う

』）

〔
現
代
語
訳
〕

　

信
安
と
い
う
人
が
い
た
。
世
間
に
強ご
う

盗と
う

が
は
び
こ
っ
て
い
る
こ
ろ
、
も
し
や
（
強

盗
に
入
ら
れ
て
）
家
さ
が
し
さ
れ
る
事
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
っ
て
、
強
盗
を

す
べ
ら
せ
る
た
め
に
、
日
が
暮
れ
る
と
、
家
の
外
に
小
竹
を
多
く
散
ら
し
て
置
い
て
、

翌
朝
は
と
り
か
た
づ
け
た
。
あ
る
夜
、
家
の
近
く
で
火
事
が
あ
り
、
あ
わ
て
て
外
へ

出
よ
う
と
し
て
、
そ
の
小
竹
に
す
べ
っ
て
、
転
ん
で
し
ま
っ
た
。
腰
を
打
ち
骨
を
折

っ
て
、

、
ひ
ど
く
苦
し
ん
で
、
日
数
が
た
っ
て
や
っ
と
の
こ
と
で
よ
く
な
っ

た
。
あ
ま
り
に
用
心
し
て
支
度
し
す
ぎ
て
も
、
逆
に
我わ

が
身
に
ひ
っ
か
ぶ
る
と
は
こ

っ
け
い
で
あ
る
。

問
一　
　
　

線
①
「
家
の
外
に
小
竹
を
多
く
散
ら
し
置
き
て
」
に
つ
い
て
、
次
の

⑴
・
⑵
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

小
竹
を
散
ら
し
た
の
は
だ
れ
で
す
か
。
古
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

⑵　

ど
ん
な
目
的
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
で
す
か
。
古
文
中
か
ら
十
字

で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

2

①

②

③

④

 

問
二　

に
あ
て
は
ま
る
、　
　

線
②
「
年
の
寄
り
た
れ
ば
」
の
現
代
語
訳
を

五
字
以
上
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

 

問
三　
　
　

線
③
「
わ
づ
ら
ひ
て
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

 

問
四　
　
　

線
④
「
我
が
身
に
ひ
っ
か
ぶ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
話
で
は
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

信
安
の
家
が
火
事
に
あ
っ
た
こ
と

イ　

火
事
に
あ
っ
た
信
安
が
逃に

げ
お
く
れ
た
こ
と

ウ　

信
安
が
小
竹
で
す
べ
っ
て
転
ん
だ
こ
と

エ　

信
安
の
家
に
強
盗
が
入
っ
た
こ
と

 

問
五　

こ
の
話
か
ら
得
ら
れ
る
教
訓
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

い
つ
で
も
十
分
な
準
備
を
し
て
お
く
こ
と
が
大
切
だ
。

イ　

急
い
で
い
る
と
き
ほ
ど
、
落
ち
着
か
な
く
て
は
い
け
な
い
。

ウ　

何
事
も
や
り
す
ぎ
る
の
は
よ
く
な
い
。

エ　

し
ん
ぼ
う
す
る
こ
と
が
肝か
ん

心じ
ん

で
あ
る
。
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次
の
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
古
文
〕

　

田で
ん

真し
ん

、
田で
ん

広く
わ
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

樹
と
て
、
枝
葉
栄
え
、
花
も
咲さ

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
、
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
、
に
は
か
に
枯か

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
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

』）

〔
現
代
語
訳
〕

　

田
真
、
田
広
、
田
慶
、
こ
の
三
人
は
兄
弟
で
あ
る
。
親
の
死
後
、
そ
の
財
宝
を
三

つ
に
分
け
て
取
っ
た
が
、
庭
前
に
紫

樹
と
い
う
名
の
、
枝
葉
が
よ
く
茂し
げ

り
、
花
も

咲
き
乱
れ
た
木
が
一
本
あ
っ
た
。
こ
れ
を
も
三
つ
に
分
け
合
お
う
と
し
て
、
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
青
々
と
茂
っ
て
い
た
木
が
、
急
に
枯
れ
て
し
ま
っ
た
。

田
真
は
こ
れ
を
見
て
、「
草
木
に
も
心
が
あ
っ
て
切
り
分
け
よ
う
と
言
っ
た
の
を
聞
い

て
枯
れ
た
の
だ
。
ま
こ
と
に
人
と
し
て
こ
の
こ
と
を

。」と
言
っ
て
、
分
け
な

い
で
お
い
た
と
こ
ろ
（
木
は
）
ま
た
再
び
元
の
よ
う
に
青
々
と
お
い
茂
っ
た
。

　

＊
１
紫

樹
＝
マ
メ
科
の
落
葉
低
木
。
ハ
ナ
ズ
オ
ウ
の
こ
と
。

問
一　
　
　

線
①
「
こ
れ
」
は
何
を
指
し
て
い
ま
す
か
。
古
文
中
か
ら
三
字
で
書
き

抜ぬ

き
な
さ
い
。 

1

＊
１　
し　
け
い
じ
ゆ

①

②

③

問
二　
　
　

線
②
「
夜
も
す
が
ら
三
人
僉
議
し
け
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
三
人
は
何

に
つ
い
て
相
談
し
た
の
で
す
か
。「
〜
に
つ
い
て
」に
つ
な
が
る
よ
う
に
、
十
字

以
上
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

問
三　

に
あ
て
は
ま
る
、　
　

線
③
「
わ
き
ま
へ
ざ
る
べ
し
や
」
の
現
代
語

訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

わ
き
ま
え
な
い
か
も
し
れ
な
い

イ　

わ
き
ま
え
た
ほ
う
が
よ
い
だ
ろ
う
か

ウ　

わ
き
ま
え
な
い
で
よ
い
だ
ろ
う
か

エ　

わ
き
ま
え
な
い
だ
ろ
う 

問
四　

田
真
、
田
広
、
田
慶
の
三
人
が
、
木
を
切
る
の
を
や
め
た
理
由
と
し
て
最
も

適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

親
が
せ
っ
か
く
残
し
て
く
れ
た
木
を
切
り
分
け
る
の
は
、
親
不
孝
だ
と
さ

と
っ
た
か
ら
。

イ　

一
本
の
木
を
三
人
で
ま
っ
た
く
同
じ
に
分
け
る
の
は
不
可
能
だ
と
わ
か
っ

た
か
ら
。

ウ　

木
が
枯
れ
た
の
を
見
て
、
木
を
切
り
分
け
る
の
は
心
な
い
こ
と
だ
と
気
づ

い
た
か
ら
。

エ　

木
が
枯
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
今
さ
ら
切
り
分
け
て
も
し
か
た
が
な
い
と

思
っ
た
か
ら
。

 

に
つ
い
て

練 

習 

問 

題
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次
の
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
古
文
〕

　

き
さ
ら
ぎ
の
ほ
ど
よ
り
、
よ
ろ
づ
み
な
、
冬
の
こ
こ
ろ
つ
き
て
、
空
の
い
ろ
う
ら

ら
か
に
け
し
き
だ
ち
て
、
四
方
山
も
か
す
み
こ
め
た
る
よ
そ
ほ
ひ
、
こ
と
に
、
あ
け

ぼ
の
の
け
し
き
、
た
と
ふ
べ
き
物
も
な
く
、
あ
は
れ
む
べ
し
。
い
に
し
へ
の
人
、
春

は
曙あ
け
ぼ
の

と
い
ひ
け
ん
も
、
う
べ
な
る
か
な
。
日
の
光
や
ぶ
し
わ
か
ね
ば
、
か
ず
な
ら
ぬ

垣か
き

根ね

の
内
も
、

Ａ

に
か
は
り
て
か
が
や
き
い
で
、
草
木
生お

ひ
て
、
み
な
、
顔
色

を
生
じ
、
花
ま
ち
が
ほ
に
な
ご
や
か
な
る
け
は
ひ
う
れ
し
。
日
か
げ
も
、
や
う
や
く

の
ど
か
に
な
り
も
て
ゆ
け
ば
、
人
の
わ
ざ
も
、
ふ
る
と
し
よ
り
い
と
ま
あ
き
あ
り
て
、 

い
そ
が
は
し
か
ら
ず
。 

（
貝か
い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

『
益え
き

軒け
ん

十じ
っ

訓く
ん

』）

〔
現
代
語
訳
〕

　

二
月
の
こ
ろ
か
ら
、
す
べ
て
の
も
の
に
、
冬
の
様
子
が
な
く
な
り
、
空
の
色
に
も

う
ら
ら
か
な
様
子
が
現
れ
、
四
方
の
山
も
か
す
み
が
た
ち
こ
め
た
あ
り
さ
ま
で
、
特

に
、
あ
け
ぼ
の
の
景
色
が
、

Ｂ

、
趣お
も
む
き

が
あ
る
。
昔
の
人
が
春
は
あ
け
ぼ
の
（
が

い
い
）
と
言
っ
た
の
も
も
っ
と
も
だ
。
日
の
光
が
ど
ん
な
に
草
深
い
や
ぶ
で
も
へ
だ

て
な
く
照
ら
す
か
ら
、
粗そ

末ま
つ

な
家
の
垣
根
の
中
も
、
Ａ

に
代
わ
っ
て
輝か
が
や

き
始
め
、

草
木
も
は
え
て
、
み
な
、
生
き
生
き
と
し
て
、（
人
々
も
）
花
が
咲さ

く
の
を
待
っ
て
な

ご
や
か
な
様
子
に
な
る
の
は
う
れ
し
い
も
の
だ
。
日
の
光
も
、
し
だ
い
に
の
ど
か
に

な
っ
て
ゆ
く
の
で
、
人
の
営
み
も
、
旧
年
の
年
の
暮
れ
よ
り
も
ひ
ま
が
あ
っ
て
、
忙い
そ
が

し
く
な
く
な
る
。

問
一　
　
　

線
①
「
よ
ろ
づ
み
な
、
冬
の
こ
こ
ろ
つ
き
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、
人
々

の
生
活
の
変
化
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
を
古
文
中
か
ら
二
十
九
字
で
探
し
、

そ
の
初
め
と
終
わ
り
の
四
字
を
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

　

〜　

2

①

②

③

④

⑤

問
二　
　
　

線
②
「
あ
け
ぼ
の
」
と
は
、
一
日
の
う
ち
の
い
つ
ご
ろ
の
こ
と
で
す
か
。

最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

夜
明
け　
　

イ　

昼
さ
が
り

ウ　

夕
暮
れ　
　

エ　

夜
ふ
け

 

問
三　

Ｂ

に
あ
て
は
ま
る
、　
　

線
③
「
た
と
ふ
べ
き
物
も
な
く
」
の
現
代
語

訳
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

た
と
え
て
言
え
ば　
　
　

イ　

は
な
や
か
で

ウ　

た
と
え
よ
う
も
な
く　
　

エ　

珍め
ず
ら

し
く

 

問
四　

Ａ

に
あ
て
は
ま
る
季
節
名
を
漢
字
一
字
で
書
き
な
さ
い
。

 

問
五　
　
　

線
④
「
や
う
や
く
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

 

　

問
六　
　
　

線
⑤
「
い
そ
が
は
し
か
ら
ず
」
の
主
語
を
古
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ

い
。

 

　

問
七　

こ
の
文
章
の
主
題
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

新
し
い
季
節
の
到と
う

来ら
い

の
喜
び

イ　

自
然
と
人
間
と
の
ふ
れ
合
い

ウ　

自
然
の
奥お
く

深
さ

エ　

古
い
時
代
へ
の
あ
こ
が
れ

 


