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講
座

第

古
文

10

　
　

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

　

今
は
昔
、
木
こ
り
の
、
山や
ま

守も
り

に
斧よ
き

を
と
ら
れ
て
、
わ
び
し
、
心
う
し
と
思
ひ
て
、 

頰つ
ら

杖づ
ゑ

つ
き
て
を
り
け
る
。
山
守
見
て
、「
さ
る
べ
き
こ
と
を
申
せ
。
と
ら
せ
む
。」
と 

い
ひ
け
れ
ば
、

　
　

あ
し
き
だ
に
な
き
は
わ
り
な
き
世よ
の

間な
か

に
よ
き
を
と
ら
れ
て
わ
れ
い
か
に
せ
ん

と
詠よ

み
た
り
け
れ
ば
、
山
守
、
返
し
せ
む
と
思
ひ
て
、「
う
う
う
う
」と
う
め
き
け
れ

ど
、
え
せ
ざ
り
け
り
。
さ
て
、
斧
返
し
と
ら
せ
て
け
れ
ば
、
う
れ
し
と
思
ひ
け
り
と

ぞ
。
ひ
と
は
た
だ
、
歌
を
か
ま
へ
て
詠
む
べ
し
と
見
え
た
り
。

 

（『
宇う

治じ

拾し
ゅ
う

遺い

物
語
』）

　

＊
１
山
守
＝
山
の
番
人
。　

＊
２
斧
＝
手
お
の
。　

＊
３
心
う
し
＝
情
け
な
い
。

　

＊
４
頰
杖
＝
ほ
お
づ
え
。　

＊
５
さ
る
べ
き
＝（
こ
の
場
に
）ふ
さ
わ
し
い
。

　

＊
６
〜
だ
に
＝
〜
で
さ
え
。　

＊
７
わ
り
な
き
＝
何
か
と
困
る
。

　

＊
８
返
し
せ
む
＝
返
歌
し
よ
う
。　

＊
９
え
せ
ざ
り
け
り
＝
で
き
な
か
っ
た
。

問
一　
　
　

線
①
「
を
り
け
る
」、
④
「
い
ひ
け
れ
ば
」、
⑦
「
か
ま
へ
て
」
を
そ
れ

ぞ
れ
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
な
さ
い
。

①　

　

④　

⑦　

問
二　
　
　

線
②
「
山
守
見
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
山
守
」
は
何
を
見
た
の
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　

木
こ
り
が
く
や
し
が
っ
て
い
る
様
子

1

＊
１

＊
２

＊
３

＊
４

①

②

＊
５

③

④

＊
６

＊
７

⑤

＊
８

＊
９

⑥

⑦

イ　

木
こ
り
が
さ
め
ざ
め
と
泣
い
て
い
る
様
子

ウ　

木
こ
り
が
何
か
を
言
お
う
と
し
て
い
る
様
子

エ　

木
こ
り
が
困
り
果
て
て
い
る
様
子 

問
三　
　
　

線
③
「
と
ら
せ
む
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
を
「
と
ら
せ
む
」
と
言
っ
て

い
る
の
で
す
か
。
古
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

問
四　
　
　

線
⑤
「
よ
き
」
と
い
う
言
葉
に
は
何
と
何
の
意
味
が
か
け
ら
れ
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　

よ
い
も
の
と
、
お
の　
　

イ　

よ
い
も
の
と
、
山
の
番
人

ウ　

お
の
と
、
山
の
番
人　
　

エ　

木
こ
り
と
、
お
の 

問
五　
　
　

線
⑥
「
斧
返
し
と
ら
せ
て
け
れ
ば
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
山
守
は
斧

を
返
す
こ
と
に
し
た
の
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　

木
こ
り
が
仕
事
を
し
な
く
な
っ
た
か
ら
。

イ　

木
こ
り
が
筋
の
通
っ
た
こ
と
を
言
っ
た
か
ら
。

ウ　

木
こ
り
が
す
ば
ら
し
い
歌
を
詠
ん
だ
か
ら
。

エ　

木
こ
り
が
堂
々
と
文
句
を
言
っ
た
か
ら
。 

問
六　

教
訓
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
文
を
古
文
中
か
ら
探
し
、
そ
の
初
め
の
五
字
を

書
き
抜
き
な
さ
い
。
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か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

体
の
前
側　
　

イ　

体
の
後
ろ
側

ウ　

体
の
右
側　
　

エ　

体
の
左
側

 

問
四　
　
　

線
③
「
何
の
用
に
も
立
た
ず
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
こ
と
が
何
の

役
に
も
立
た
な
い
の
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　

蛙か
え
る

と
し
て
生
き
る
こ
と

イ　

目
が
見
え
る
こ
と

ウ　

後
ろ
足
で
立
っ
て
歩
け
る
こ
と

エ　

観
音
様
に
祈
る
こ
と 

問
五　

蛙
が
立
っ
て
歩
け
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
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　

立
ち
上
が
る
と
く
ら
く
ら
し
て
、
目
の
前
が
真
っ
暗
に
な
る
か
ら
。

イ　

立
ち
上
が
る
と
見
え
る
景
色
が
一
変
し
、
恐お
そ

ろ
し
い
か
ら
。

ウ　

立
ち
上
が
る
と
目
が
後
ろ
に
な
り
、
前
が
見
え
な
い
か
ら
。

エ　

立
ち
上
が
る
と
足
も
と
が
ふ
ら
つ
い
て
、
危
な
っ
か
し
い
か
ら
。

 

問
六　

こ
の
話
の
蛙
を
評
し
た
言
葉
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　

命
知
ら
ず

イ　

付ふ

和わ

雷ら
い

同ど
う

ウ　

三
日
坊ぼ
う

主ず

エ　

な
い
も
の
ね
だ
り 

　
　

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

　

今
は
昔
、
池
の
辺ほ
と
り

に
蛙か

へ
る

の
数あ

ま
た多

集
り
て
言
ふ
や
う
、「（
中
略
）
い
か
に
も
し
て
人

の
如ご
と

く
立
て
行
く
な
ら
ば
良
か
る
べ
し
。
い
ざ
や
観く
は
ん

音を
ん

に
願ぐ
は
ん

を
掛か

け
て
立た
つ

事こ
と

を
祈い
の

ら

む
」と
て
観
音
堂
に
参
り
て
、「
願
は
く
は
我わ
れ

等ら

を
憐あ

は
れ

み
給た

ま

ひ
、
せ
め
て
蛙
の
身
な
り

と
も

の
如
く
に
立
て
行
く
様や
う

に
守
ら
せ
給
へ
」
と
祈
り
け
る
。
誠ま
こ
と

の
心
ざ
し

を
哀あ
は

れ
と
思お
ぼ
し

召め

し
け
ん
、
そ
の
儘ま
ま

後う
し
ろ

の
足
に
て
立た
ち

上あ
が

り
け
り
。
所し
よ

願ぐ
は
ん

成じ
や
う

就じ
ゆ

し
た
り
と

喜
び
て
池
に
帰
り
、「
さ
ら
ば
連つ
れ

立だ

ち
て
歩
き
て
見
ん
」と
て
陸く
が

に
立た
ち

並な
ら

び
、
後
足
に

て
立
て
行
け
ば
、
目
が
後
に
な
り
て
一
足
も
向む

か
ふ

へ
行
か
れ
ず
。
先
も
見
え
ね
ば
危あ
ぶ
な

さ

言
ふ
は
か
り
な
し
。「
こ
れ
に
て
は
何
の
用
に
も
立
た
ず
。
只た
だ

本も
と

の
如ご
と

く
這は

は
せ
て
給

は
れ
」
と
祈
り
直
し
侍は

べ
り
と
言
へ
り
。 

（
浅あ
さ

井い

了り
ょ
う

意い

『
浮う
き

世よ

物
語
』）

　

＊
１
憐
み
給
ひ
＝
お
哀あ
わ

れ
み
に
な
っ
て
。

　

＊
２
思
召
し
け
ん
＝（
観か
ん

音の
ん

様
が
）お
思
い
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

＊
３
所
願
＝
願
い
。

　

＊
４
危
さ
言
ふ
は
か
り
な
し
＝
言
い
よ
う
が
な
い
ほ
ど
危
な
っ
か
し
い
。

問
一　

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
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　

蛙　
　

イ　

犬

ウ　

人　
　

エ　

牛 

問
二　
　
　

線
①
「
心
ざ
し
」
の
内
容
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　

立
っ
て
歩
け
る
よ
う
に
な
り
た
い
。

イ　

お
金
持
ち
に
な
り
た
い
。

ウ　

這
っ
て
歩
け
る
よ
う
に
な
り
た
い
。

エ　

で
き
る
だ
け
強
く
な
り
た
い
。 

問
三　
　
　

線
②
「
向
」
と
は
ど
の
方
向
で
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
う
ち

2

＊
１

①

＊
２

＊
３

②

＊
４

③

5
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練 

習 

問 

題

51015

　
　

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

　

町
人
も
学
問
は
な
く
て
か
な
は
ざ
る
も
の
な
り
。
さ
り
な
が
ら
、
学
問
の
い
た
し

や
う
に
て
、
身
の
徳
と
も
な
り
、
ま
た
、
損
と
も
な
る
べ
し
。
そ
の
手
筋
よ
く
学
び

ぬ
れ
ば
、
す
こ
し
学
び
て
も
そ
の
益
大
き
な
り
。
悪あ

し
く
学
び
ぬ
れ
ば
、
少
し
く
学

び
ぬ
る
は
少
し
き
害
と
な
り
、
広
く
学
び
て
は

と
な
る
べ
し
。
若
き
人
な
ど

の
、
一ひ
と

年と
せ

二ふ
た

年と
せ

学
び
ぬ
れ
ば
、
稽け
い

古こ

修し
ゆ

行ぎ
や
う

の
た
め
と
て
、
友と
も

人び
と

を
集
め
、
見け
ん

台だ
い

に
む

か
ひ
て
聖せ
い

経け
い

を
講
談
す
。
或あ
る
ひ

は
輪
講
な
ど
と
号
し
て
、
た
が
ひ
に
講
談
し
て
弁べ
ん

舌ぜ
つ

を

習
は
す
。
こ
れ
み
な
学
問
を
も
つ
て
一
芸
と
な
し
て
、
弁
舌
を
も
つ
て
人
に
高
ぶ
ら

ん
と
す
る
も
の
な
り
。
も
と
も
と
、
学
問
は
音
曲
の
芸
者
の
ご
と
く
、
弁
舌
音お
ん

声じ
や
う

に

よ
る
べ
き
も
の
に
あ
ら
ず
。
道
理
を
き
は
む
る
事
明
ら
か
な
ら
ば
、
弁
口
を
習
は
す

こ
と
な
く
と
も
、
何
ぞ
聖
経
の
理こ
と
わ
り

を
弁
ず
る
に
難か
た

か
ら
ん
や
。
た
だ
口こ
う

釈し
や
く

を
し
習
ひ

て
、
物も
の

読よ
み

儒じ
ゆ

者し
や

と
な
り
て
渡と

世せ
い

の
便
と
せ
ん
と
思
ふ
人
は
格
別
な
り
。
町
人
の
子
に

生
ま
れ
て
、
町
人
の
家
職
を
い
や
し
み
い
と
ひ
、
父
母
の
家
を
出
て
一
向
仕し

官く
わ
ん

俸ほ
う

祿ろ
く

の
望
み
あ
り
て
の
学
問
な
ら
ば
、
そ
の
主
意
す
で
に
道
理
に
た
が
へ
り
。
学
問
の
本

意
に
は
あ
ら
ず
。
一
人
の
風ふ
う

俗ぞ
く

万ば
ん

人に
ん

に
う
つ
る
も
の
な
れ
ば
、
い
つ
と
な
く
世
上
の

学
問
の
風
俗
悪
し
く
な
り
ゆ
き
て
、
学
問
か
へ
つ
て
身
の
害
と
な
れ
る
類た
ぐ
ひ

多
し
。
こ

の
故ゆ
ゑ

に
初
学
の
志
の
立
て
や
う
肝か
ん

要や
う

な
る
こ
と
な
り
。 

（
西に
し

川か
わ

如じ
ょ

見け
ん

『
町ち
ょ
う

人に
ん

囊ぶ
く
ろ

』）

　

＊
１
見
台
＝
座す
わ

っ
て
書
物
を
見
る
時
に
、
書
物
を
の
せ
る
台
。

　

＊
２
聖
経
＝
聖
人
の
述
作
し
た
書
物
。
聖
人
の
言
行
の
記
録
。

　

＊
３
口
釈
＝
講
釈
。
書
物
の
語
句
や
文
章
の
意
義
の
説
明
を
す
る
こ
と
。

　

＊
４
仕
官
俸
祿
＝
武
士
に
な
る
こ
と
。

問
一　
　
　

線
①
「
学
問
の
い
た
し
や
う
に
て
、
身
の
徳
と
も
な
り
、
ま
た
、
損
と

も
な
る
べ
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
損
と
な
る
よ
う
な
悪
い
学
問
の
し
か
た
の
例

1

①

＊
１

＊
２

②

＊
３

＊
４③

 

を
挙
げ
て
い
る
ひ
と
続
き
の
二
文
を
古
文
中
か
ら
探
し
、
そ
の
初
め
と
終
わ
り

の
四
字
を
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

　

〜　

問
二　

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
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　

大
き
な
る
益　
　
　

イ　

少
し
き
益

ウ　

よ
り
少
し
き
害　
　

エ　

大
き
な
る
害 

問
三　
　
　

線
②
「
弁
舌
を
も
つ
て
人
に
高
ぶ
ら
ん
と
す
る
」
と
は
、
ど
う
す
る
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　

弁
論
の
技
術
を
徹て
っ

底て
い

的て
き

に
修
得
し
よ
う
と
す
る
こ
と

イ　

弁
論
に
よ
っ
て
人
に
興
味
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
こ
と

ウ　

弁
論
の
巧た
く

み
さ
を
人
に
誇ほ
こ

ろ
う
と
す
る
こ
と

エ　

弁
論
の
巧
み
な
人
を
軽か
ろ

ん
じ
よ
う
と
す
る
こ
と 

問
四　
　
　

線
③
「
学
問
の
本
意
に
は
あ
ら
ず
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
、
学
問

の
本
来
の
目
的
は
何
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
か
。
古
文
中
か
ら
八
字
で
書
き
抜
き

な
さ
い
。 

問
五　

こ
の
古
文
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
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　

町
人
の
家
の
子
が
武
士
に
な
ろ
う
と
す
る
志
の
す
ば
ら
し
さ

イ　

初
め
て
学
問
を
し
よ
う
と
す
る
時
の
志
の
立
て
方
の
大
切
さ

ウ　

学
問
を
積
極
的
に
学
ぶ
こ
と
の
大
切
さ

エ　

学
問
の
本
質
的
な
目
標
を
立
て
る
こ
と
の
難
し
さ 
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次
の
古
文
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

千ち

代よ

女ぢ
よ

は
加か

賀が

の
松ま

つ

任た
ふ

の
人
に
て
、
幼
き
よ
り
風
流
の
志
あ
り
て
、
俳は

い

諧か
い

を
た
し

な
む
。
し
か
れ
ど
も
、
そ
の
師
を
得
ず
。
こ
れ
か
れ
行あ
ん

脚ぎ
や

の
人
に
問
ふ
に
、
美み

濃の

の

廬ろ

元げ
ん

坊ば
う

を
称し

よ
う

す
る
こ
と
み
な
同
じ
。
こ
こ
に
し
て
、
こ
と
さ
ら
に
行
き
て
学
ば
ん
と

思
へ
る
に
、
折
し
も
、
行
脚
し
て
来き

た

り
し
か
ば
、
そ
の
旅
宿
に
着
い
て
相さ
う

見け
ん

を
請こ

ひ
、 

志
を
述
ぶ
。
元
坊
、
草く
た
び臥

れ
た
り
と
て
寝ね

て
あ
り
し
と
こ
ろ
へ
行
き
て
、
教
へ
を
求

む
る
に
、
さ
ら
ば
一
句
せ
よ
、
と
言
ふ
。
夏
の
こ
ろ
な
れ
ば
、
時ほ
と
と
ぎ
す鳥
を
題
と
す
。
や

が
て
句
を
吐は

き
た
る
に
、
元
そ
の
た
だ
者
な
ら
ざ
る
気き

韻ゐ
ん

を
見
て
、
そ
の
句
を
肯う

け
が

は

ず
、
こ
れ
は
誰た
れ

も
す
べ
き
と
こ
ろ
な
り
と
言
ふ
。
さ
ら
ば
と
て
、
ま
た
一
句
を
吐
く
。

な
ほ
肯
は
ざ
る
こ
と
初
め
の
ご
と
し
。
元
は
既す
で

に
眠ね
む

り
に
つ
け
ど
も
、
女
は
な
ほ
去

ら
ず
、
沈ち
ん

吟ぎ
ん

す
。
そ
の
眼め

の
さ
め
た
る
を
う
か
が
ひ
て
は
、
ま
た
一
句
を
問
ふ
。
か

く
て
、
数
句
に
及お
よ

び
、
つ
ひ
に
暁げ
う

天て
ん

に
至
る
時
、
元
起
き
て
、
終よ
す

夜が
ら

去
ら
ざ
り
し
や
、

夜
は
明
け
た
り
や
、
と
お
ど
ろ
く
。
時
に
千
代
女
、

　
　

ほ
と
と
ぎ
す
郭ほ
と
と
ぎ
す公

と
て
明
け
に
け
り

と
言
へ
る
を
大
い
に
賞
し
、
こ
れ
な
り
こ
れ
な
り
、
汝な
ん
ぢ

他
日
こ
の
意
地
を
忘
る
る
こ

と
な
く
ば
、
名
、
天
下
に
ふ
る
は
ん
と
、
師し

弟て
い

の
約
を
な
せ
り
。
は
た
し
て
、
女
流

に
め
づ
ら
し
き
こ
の
道
の
高
名
に
至
れ
り
。
こ
れ
は
、
ま
だ
少
女
の
時
な
り
け
ら
し
。

 

（
三み

熊く
ま

思し

孝こ
う

『
続
近
世
畸き

人じ
ん

伝
』）

　

＊
１
行
脚
の
人
＝
国
々
を
め
ぐ
る
修し
ゅ

行ぎ
ょ
う

僧そ
う

。　
　

＊
２
相
見
＝
面
会
す
る
こ
と
。

　

＊
３
元
＝
廬
元
坊
。　
　

＊
４
気
韻
＝
気
品
の
あ
る
感
じ
。

　

＊
５
肯
は
ず
＝
承し
ょ
う

諾だ
く

し
な
い
。　
　

＊
６
沈
吟
す
＝
深
く
考
え
こ
む
。

問
一　
　
　

線
①
「
美
濃
の
廬
元
坊
を
称
す
る
」
と
は
、
ど
う
い
う
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　

美
濃
の
廬
元
坊
を
賞
賛
し
、
俳
諧
の
師
と
し
て
薦す
す

め
た
と
い
う
こ
と

イ　

美
濃
の
廬
元
坊
に
教
わ
っ
た
こ
と
を
自じ

慢ま
ん

し
た
と
い
う
こ
と

2

＊
１

①

②

＊
２

③

＊
３

＊
４

④

＊
５

＊
６

⑤

ウ　

美
濃
の
廬
元
坊
を
名
乗
り
、
俳
諧
の
師
に
な
ろ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と

エ　

教
え
を
乞こ

う
た
め
美
濃
の
廬
元
坊
を
さ
が
し
回
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

 

問
二　
　
　

線
②
「
行
脚
し
て
来
り
し
か
ば
」、
③
「
志
を
述
ぶ
」は
、
そ
れ
ぞ
れ
だ

れ
の
行こ
う

為い

で
す
か
。
古
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

②　

　

③　

問
三　
　
　

線
④
「
そ
の
句
を
肯
は
ず
」
と
あ
り
ま
す
が
、
廬
元
坊
が
千
代
女
の
詠よ

ん
だ
句
を
認
め
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
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　

千
代
女
の
普ふ

通つ
う

で
な
い
様
子
を
見
て
、
早
く
追
い
返
し
て
し
ま
お
う
と
思

っ
た
か
ら
。

イ　

千
代
女
の
句
の
つ
ま
ら
な
さ
に
失
望
し
て
、
早
い
う
ち
に
あ
き
ら
め
さ
せ

よ
う
と
思
っ
た
か
ら
。

ウ　

千
代
女
の
才
能
を
見
抜
い
て
、
よ
り
レ
ベ
ル
の
高
い
句
を
詠
ま
せ
よ
う
と

思
っ
た
か
ら
。

エ　

千
代
女
の
豊
か
な
才
能
を
ね
た
み
、
自
信
を
な
く
さ
せ
よ
う
と
思
っ
た
か

ら
。 

問
四　
　
　

線
⑤
「
こ
の
意
地
」
と
は
ど
ん
な
意
地
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　

世
間
に
名
が
聞
こ
え
る
ま
で
句
作
に
励は
げ

も
う
と
す
る
意
地

イ　

一
晩
中
、
認
め
ら
れ
る
ま
で
句
を
詠
ん
だ
意
地

ウ　

数
多
く
の
句
を
一
晩
で
作
っ
て
み
せ
よ
う
と
す
る
意
地

エ　

廬
元
坊
が
起
き
る
ま
で
帰
る
ま
い
と
し
た
意
地 
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