
 

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

　

横よ

川か
は

の
恵ゑ

心し
ん

僧そ
う

都づ

の
妹
安あ
ん

養や
う

の
尼
上
の
も
と
に
、
強
盗
入
り
て
、
あ
る
ほ
ど
の
物
の
具
、
み
な
取
り

て
出い

で
け
れ
ば
、
尼
上
は
紙か
み

衾ぶ
す
ま

と
い
ふ
も
の
ば
か
り
を
引
き
着
て
居
ら
れ
た
り
け
る
に
、
姉
な
る
尼
の

も
と
に
、
小
尼
上
と
て
あ
り
け
る
が
、
走
り
参
り
て
見
れ
ば
、
小
袖
を
一
つ
落
と
し
た
り
け
る
を
、
取

り
て
、「
こ
れ
お
と
し
て
侍は
べ

る
な
り
。
奉た
て
ま
つ

れ
。」
と
て
持
て
来
た
り
け
れ
ば
、
尼
上
「
そ
れ
を
取
り
て
後

は
わ
が
物
と
こ
そ
思
ひ
つ
ら
め
。
主
の
心
ゆ
か
ぬ
物
を
ば
い
か
が
着
る
べ
き
。
い
ま
だ
遠
く
は
よ
も
行

か
じ
。
と
く
と
く
持
て
お
は
し
て
、
と
ら
せ
給
へ
。」と
あ
り
け
れ
ば
、
門
戸
の
方
へ
走
り
出
で
て
、「
や

や
。」
と
呼
び
返
し
て
、「
こ
れ
を
落
と
さ
れ
に
け
り
。
た
し
か
に
奉
ら
む
。」
と
い
ひ
け
れ
ば
、
盗
人

ど
も
立
ち
と
ど
ま
り
て
、
し
ば
し
案
じ
た
る
け
し
き
に
て
、「
あ
し
く
参
り
に
け
り
。」
と
て
、
取
り
た

る
も
の
ど
も
、
さ
な
が
ら
返
し
お
き
て
、
帰
り
に
け
り
。

注
1
横
川
＝
比ひ

叡え
い

山ざ
ん

三
塔
の
一
つ
。　
　

注
2
恵
心
僧
都
＝
天
台
宗
の
高
僧
。

注
3
紙
衾
＝
紙
の
寝
具
。　
　

注
4
小
袖
＝
袖
口
を
小
さ
く
仕
立
て
た
和
服
。

（
現
代
語
訳
）

　

横
川
の
恵
心
僧
都
の
妹
で
あ
る
、
安
養
の
尼
上
の
と
こ
ろ
に
、
強
盗
が
は
い
っ
て
、
あ
り
っ
た
け
の

道
具
類
を
全
部
奪
っ
て
出
て
行
っ
た
の
で
、
尼
上
は
、
紙
衾
と
い
う
も
の
だ
け
を
身
に
つ
け
て
座
っ
て

い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
が
、
姉
で
あ
る
尼
上
の
と
こ
ろ
に
、
小
尼
上
と
い
う
の
が
い
た
が
、
そ
の
人
が
、
か

け
つ
け
て
参
っ
て
見
る
と
、
小
袖
を
一
つ
落
と
し
て
あ
っ
た
の
を
、
拾
っ
て
「
こ
れ
を
落
と
し
て
あ
り

ま
し
た
。
お
召
し
な
さ
い
。」
と
い
っ
て
持
っ
て
来
た
の
で
、
尼
上
は
「
そ
れ
を
奪
い
取
っ
た
後
は
、

自
分
の
も
の
と
思
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
持
ち
主
が
承
知
し
な
い
も
の
を
、
ど
う
し
て
着
る
こ
と
が
で
き

よ
う
か
、
で
き
ま
せ
ん
。
ま
だ
遠
く
ま
で
は
、
ま
さ
か
行
か
な
い
だ
ろ
う
。
急
い
で
持
っ
て
い
ら
っ
し

ゃ
っ
て
、
渡
し
て
く
だ
さ
い
。」と
お
っ
し
ゃ
っ
た
の
で
、
門
の
方
へ
走
り
出
し
て
行
っ
て「
も
し
も
し
。」

1
注
1

注
2

注
3

ⓐ
注
4

ⓑ

ⓒ

①

②

③

ⓓ

④

●
歴
史
的
か
な
づ
か
い

①
語
の
初
め
以
外
の
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
は
「
わ
・
い
・

う
・
え
・
お
」
と
読
む
こ
と
が
多
い
。

②
「
ぢ
・
づ
」
は
「
じ
・
ず
」（
例
外
も
多
い
）、「
ゐ
・
ゑ
」

は
「
い
・
え
」・
助
詞
以
外
の
「
を
」
は
「
お
」
と
現
代
か

な
づ
か
い
で
は
表
記
す
る
。

③
「
か
う
・
さ
ふ
・
ら
ふ
・
た
ふ
」
は
「
こ
う
・
そ
う
・
ろ
う
・

と
う
」
と
読
む
。
同
様
の
例
は
多
い
。

●
省
略

①
主
語
・
連
用
修
飾
語
を
作
る
助
詞
（
が
・
を
）
な
ど
が
省
略

さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

・
下
男
目
を
覚
ま
し
↓
下
男
が4

目
を
覚
ま
し

・
か
の
男
呼
び
つ
け
て
↓
か
の
男
を4

呼
び
つ
け
て

②
主
語
が
省
略
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。

・
空
寝
入
り
し
て
、
返
事
も
せ
ね
ば
、
是
非
な
く
帰
り
ぬ
。　

↓
三
つ
の
動
作
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
だ
れ
の
動
作
で
あ
る

の
か
は
ま
っ
た
く
示
さ
れ
な
い
。

　

こ
れ
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
語
が
省
略
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
。
文
章
全
体
の
流
れ
を
正
確
に
た
ど
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
言
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と
呼
び
も
ど
し
て
、「
こ
れ
を
落
と
し
な
さ
い
ま
し
た
。
た
し
か
に
差
し
あ
げ
ま
し
ょ
う
。」
と
言
っ
た

の
で
、
強
盗
た
ち
は
立
ち
ど
ま
っ
て
、
し
ば
ら
く
考
え
て
い
る
様
子
で
「
こ
ん
な
と
こ
ろ
へ
参
上
し
て

し
ま
っ
た
の
は
ま
ず
か
っ
た
な
あ
。」
と
言
っ
て
、
奪
っ
た
品
物
を
そ
っ
く
り
返
し
て
置
い
て
帰
っ
て

し
ま
っ
た
。 

（『
十
訓
抄
』）

⑴　
　
　

線
ⓐ
〜
ⓓ
の
動
作
は
だ
れ
が
し
た
も
の
か
。
そ
れ
ぞ
れ
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

恵
心
僧
都　
　

イ　

安
養
の
尼
上　
　

ウ　

強
盗　
　

エ　

小
尼
上

 

ⓐ
　

　

ⓑ
　

　

ⓒ
　

　

ⓓ
　

⑵　

│
│
線
①
「
そ
れ
」
と
は
何
を
指
し
示
し
て
い
る
か
。
古
文
中
の
語
句
で
答

え
な
さ
い
。

⑶　

│
│
線
②
「
主
」
と
は
だ
れ
か
。
古
文
中
の
語
句
で
答
え
な
さ
い
。

 

　
　
　
　
　
　
　

⑷　

│
│
線
③
「
い
か
が
着
る
べ
き
」
の
意
味
に
あ
た
る
部
分
を
現
代
語
訳
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

⑸　

│
│
線
④
「
取
り
た
る
も
の
ど
も
…
…
帰
り
に
け
り
」
と
な
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
最
も
適
切
な
も

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

ア　

尼
上
の
あ
ま
り
の
弱
気
に
対
し
て
、
良
心
の
呵か

責し
ゃ
く

を
感
じ
た
か
ら
。

イ　

我
欲
の
な
い
尼
上
の
行
為
に
、
自
分
た
ち
の
欲
の
あ
さ
ま
し
さ
を
感
じ
た
か
ら
。

ウ　

盗
人
で
あ
り
な
が
ら
情
け
を
か
け
ら
れ
て
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
か
ら
。

エ　

一
つ
で
も
盗
み
残
し
が
あ
っ
た
こ
と
は
、
盗
人
の
プ
ラ
イ
ド
が
許
さ
な
か
っ
た
か
ら
。

オ　

身
分
の
高
い
尼
上
の
物
を
盗
ん
だ
罪
の
大
き
さ
に
お
び
え
た
か
ら
。 

　
　
　

⑹　
　
　

線
部
「
い
ひ
け
れ
ば
」
は
、
ア
仮
定
条
件
、
イ
確
定
条
件
の
ど
ち
ら
を
表
し
て
い
る
か
。
記

号
で
答
え
な
さ
い
。

 

　
　
　

　
　
　
　
　

葉
が
省
略
さ
れ
て
い
る
か
を
判
断
す
る
。

●
仮
定
と
確
定

①
「
未
然
形
」
＋
「
ば
」
＝
仮
定
条
件

も
し
も
│
│
な
ら
、
の
意
味
。

・
雪
降
ら
ば
↓
も
し
も
雪
が
降
る
な
ら

②
「
已い

然ぜ
ん

形
」
＋
「
ば
」
＝
確
定
条
件

│
│
の
で
、
│
│
す
る
と
、
の
意
味
。

・
一
声
も
の
し
た
れ
ば
↓
一
声
鳴
い
た
の
で

●
係
り
結
び

　

強
調
・
疑
問
・
反
語
な
ど
の
意
味
を
つ
け
加
え
る
た
め
に
、

「
ぞ
・
な
む
・
や
・
か
」
の
語
が
文
中
に
使
わ
れ
た
場
合
、
文

末
の
語
は
終
止
形
で
な
く
、
連
体
形
に
な
る
。
ま
た
、「
こ
そ
」

が
使
わ
れ
た
場
合
、
文
末
の
語
は
已
然
形
で
結
ぶ
。
こ
の
き
ま

り
を
「
係
り
結
び
」
と
い
い
、
古
文
に
は
よ
く
出
て
く
る
の
で

注
意
。

・
雪
ぞ4

降
り
け
る
。

・
貴
く
こ
そ

4

4

お
は
し
け
れ
。

●
意
味
の
違
い

　
「
う
つ
く
し
↓
か
わ
い
ら
し
い
」「
あ
り
が
た
し
↓
め
っ

た
に
な
い
」「
を
か
し
↓
風
流
だ
・
心
ひ
か
れ
る
」
の
よ
う
に
、

現
代
語
と
形
は
同
じ
で
も
意
味
の
異
な
る
語
も
あ
る
。

●
現
代
文
と
違
い
の
あ
る
古
典
の
文
法
・
語
句
の
基
本
を
マ
ス
タ

ー
す
る
こ
と
は
、
中
学
生
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
な
作
業
で
あ
る
。

さ
し
あ
た
り
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
古
典
に
触
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
古
典
の
雰
囲
気
を
つ
か
み
た
い
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

木
に
烏か
ら
す

、
い
か
に
も
新
し
き
肉
を
く
は
へ
ゐ
た
る
折を

り

ふ
し
、
そ

の
下
に
狐き
つ
ね

居
合
は
せ
て
、「
さ
て
も
少
々
相し
ゃ
う

伴ば
ん

申
し
た
き
こ
と
か

な
。」と
思
ひ
し
か
ど
も
、
境き
ゃ
う

界が
い

は
る
か
に
違た
が

ふ
た
る
こ
と
な
れ
ば
、

了
見
の
及
ぶ
べ
き
な
し
と
て
ゐ
た
り
。
や
や
あ
り
て
工
夫
を
め
ぐ

ら
し
、
い
ふ
や
う
は
、「
さ
て
も
美
し
き
色
か
な
。
あ
の
や
う
に

思
ひ
き
つ
て
黒
き
色
は
漆う
る
し

も
も
の
か
は
ぢ
や
。
鳴
き
た
ま
ふ
声
も

な
ら
ぶ
も
の
な
し
。
鳴
き
て
聞
か
せ
ら
れ
候さ
ふ
ら

へ
か
し
。」
と
い
ふ
。

烏
聞
き
て
、「
狐
の
い
ふ
と
こ
ろ
、
ま
ぎ
れ
も
な
き
こ
と
な
り
。

さ
ら
ば
聞
か
せ
ん
。」
と
て
、
一
声
も
の
し
た
れ
ば
、
肉
は
地
へ

落
ち
た
り
し
を
、
狐
ひ
き
く
は
へ
て
、
往い

に
た
る
。

 

（『
戯
言
養
気
集
』）

注
1
相
伴
申
し
た
き
こ
と
か
な
＝
分
け
ま
え
に
あ
ず
か
り
た
い

も
の
だ
よ
。

注
2
境
界
は
る
か
に
違
ふ
た
る
こ
と
＝
互
い
に
い
る
場
所
が
木

の
上
と
下
と
で
は
る
か
に
離
れ
て
い
る
こ
と
。

注
3
漆
も
も
の
か
は
ぢ
や
＝
漆
の
黒
さ
も
及
ぼ
う
か
、
及
び
は

し
な
い
よ
。

⑴　

│
│
線
①
「
く
は
へ
ゐ
た
る
折
ふ
し
」
の
読
み
方
を
現
代
か

な
づ
か
い
の
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

 

⑵　

│
│
線
②
「
思
ひ
し
か
ど
も
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な

1

①
注
1

②

注
2

③

④

注
3

⑤

⑥

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

ア　

思
っ
た
け
れ
ど
も　
　

イ　

思
っ
た
と
し
て
も

ウ　

思
わ
な
か
っ
た
が　
　

エ　

思
っ
た
の
で

 

　
　
　

⑶　

│
│
線
③
「
了
見
の
及
ぶ
べ
き
な
し
」
の
現
代
語
訳
と
し
て

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

ア　

木
に
登
っ
て
い
け
そ
う
に
な
い
。

イ　

よ
い
考
え
が
浮
か
び
そ
う
に
な
い
。

ウ　

肉
を
分
け
て
や
れ
そ
う
に
な
い
。

エ　

相
談
が
で
き
そ
う
に
な
い
。

 

　
　
　

⑷　

│
│
線
④
「
工
夫
を
め
ぐ
ら
し
」
と
あ
る
が
、
何
の
た
め
の

「
工
夫
」
か
。
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。

 

⑸　

│
│
線
⑤
「
さ
ら
ば
聞
か
せ
ん
」
を
現
代
語
訳
し
、
こ
の
言

葉
に
表
れ
て
い
る
烏
の
気
持
ち
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
あ

と
の
ア
〜
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

〈
現
代
語
訳
〉

 

ア　

感
激　
　

イ　

不
安　
　

ウ　

反
発

エ　

得
意　
　

オ　

満
足

 

〈
気
持
ち
〉　　
　

⑹　

│
│
線
⑥
「
も
の
し
」
に
置
き
換
え
ら
れ
る
言
葉
を
古
文
中

 
 

細
か
い
と
こ
ろ
に
こ
だ
わ

ら
ず
、
文
章
全
体
の
筋
を
ま

ず
大
き
く
と
ら
え
る
こ
と
が

大
切
で
あ
る
。
烏
と
狐
は
、

そ
れ
ぞ
れ
ど
ん
な
気
持
ち
な

の
か
、
考
え
て
み
よ
う
。

⑴　

ハ
行
の
音
と「
ゐ
」と「
を
」

に
注
意
す
る
。

⑵　
「
ど
も
」
は
逆
接
の
助
詞

で
あ
る
。

⑶　
「
了
見
」
と
は
ど
ん
な
意

味
の
語
か
。

⑷　

狐
は
「
少
々
相
伴
申
し
た

き
こ
と
か
な
」
と
考
え
て
い

る
。
こ
の
と
き
「
工
夫
」
と

い
え
ば
、
何
の
た
め
の
も
の

か
。

⑸　

烏
は
「
狐
の
い
ふ
と
こ
ろ
、

ま
ぎ
れ
も
な
き
こ
と
な
り
」

と
言
っ
て
い
る
。「
さ
ら
ば
」

は
「
さ
（
そ
の
よ
う
に
）
あ

ら
ば
」
が
つ
ま
っ
た
語
。

1
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か
ら
二
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

⑺　

こ
の
文
章
に
含
ま
れ
て
い
る
教
訓
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の

を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

人
の
忠
告
に
は
素
直
に
耳
を
貸
す
よ
う
に
し
な
い
と
あ
と

で
痛
い
思
い
を
す
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

人
の
甘
い
言
葉
に
の
っ
て
つ
ま
ら
ぬ
自
慢
を
し
て
い
る
と

思
わ
ぬ
損
を
す
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

人
の
持
っ
て
い
る
も
の
を
無
理
に
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る

と
ひ
ど
い
目
に
あ
う
と
い
う
こ
と
。

エ　

人
の
う
わ
さ
は
根
拠
が
あ
い
ま
い
だ
か
ら
あ
ま
り
信
じ
な

い
ほ
う
が
賢
明
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

オ　

人
の
弱
み
に
つ
け
こ
ん
で
自
分
勝
手
な
こ
と
ば
か
り
し
て

い
る
と
必
ず
失
敗
す
る
と
い
う
こ
と
。

 

　
　
　

 

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

　

前
の
大や
ま
と和
の
守か

み

時と
き

賢か
た

が
墓
所
は
、
長は

谷せ

と
い
ふ
所
に
あ
り
。
そ

こ
の
留
守
す
る
男
、
く
く
り
を
か
け
て
鹿
を
取
り
け
る
ほ
ど
に
、

或あ

る
日
、
大
鹿
か
か
り
た
り
け
る
。
こ
の
男
が
思
ふ
や
う
、「
く

く
り
に
か
け
て
と
り
た
ら
ん
、
念
な
し
。
射
殺
し
た
り
と
い
ひ
て
、

弓
の
上
手
の
よ
し
人
に
聞
か
せ
ん
」
と
思
ひ
て
、
く
く
り
に
か
け

た
る
鹿
に
向む

か

ひ
て
大お

ほ

雁か
り

股ま
た

を
は
げ
て
射
た
り
け
る
ほ
ど
に
、
そ
の

矢
、
鹿
に
は
あ
た
ら
ず
し
て
、
く
く
り
に
か
け
た
り
け
る
か
づ
ら

に
あ
た
り
た
り
け
れ
ば
、
か
づ
ら
射
切
ら
れ
て
、
鹿
は
こ
と
ゆ
ゑ

な
く
走
り
に
げ
て
ゆ
き
に
け
り
。
こ
の
男
、
か
し
ら
が
き
を
す
れ

2

注
1

注
2

注
3

①

注
4

②

注
5

注
6

注
7

③

注
8

注
9

⑹　

烏
は「
さ
ら
ば
聞
か
せ
ん
」

と
言
っ
た
あ
と
、
ど
う
し
た

の
か
を
考
え
る
。

⑺　

文
章
の
最
後
の
「
肉
は
地

へ
落
ち
た
り
し
を
、
狐
ひ
き

く
は
へ
て
、
往
に
た
る
」
に

着
目
し
て
、
最
後
は
ど
う
な

っ
た
の
か
を
お
さ
え
る
。

 
 

場
面
の
状
況
と
、
男
の
気

持
ち
・
行
動
を
と
ら
え
よ
う
。

⑴　

語
頭
以
外
の「
は
・
ひ
・
ふ
・

へ
・
ほ
」
と
、「
au
」
と
母

音
が
二
つ
続
く
部
分
に
注
意

す
る
。

⑵　

前
の
行
に
「
射
殺
し
た
り

と
い
ひ
て
、
弓
の
上
手
の
よ

し
人
に
聞
か
せ
ん
」
と
、
男

の
気
持
ち
が
書
か
れ
て
い
る
。

こ
の
部
分
か
ら
、
男
が
し
た

か
っ
た
こ
と
を
と
ら
え
る
。

⑶　

直
前
の
「
そ
の
矢
、
鹿
に

は
あ
た
ら
ず
し
て
…
…
か
づ

ら
射
切
ら
れ
て
」
の
部
分
に
、

鹿
が
走
っ
て
逃
げ
て
い
っ
た

理
由
が
書
か
れ
て
い
る
。

2

ど
も
、
さ
ら
に
え
き
な
し
。 

（『
古
今
著
聞
集
』）

注
1
時
賢
＝
源
み
な
も
と
の

時
賢
。　
　

注
2
留
守
す
る
＝
墓
守
を
す
る
。

注
3
く
く
り
＝
わ
な
。　
　

注
4
念
な
し
＝
簡
単
だ
。

注
5
大
雁
股
＝
矢
の
一
種
。　
　

注
6
は
げ
て
＝
つ
が
え
て
。

注
7
か
づ
ら
＝
つ
る
草
。

注
8
こ
と
ゆ
ゑ
な
く
＝
な
ん
な
く
。

注
9
か
し
ら
が
き
を
す
れ
ど
も
、
さ
ら
に
え
き
な
し
＝
頭
を
か

い
て
悔
し
が
っ
た
が
、
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。

⑴　

│
│
線
①
「
思
ふ
や
う
」
の
読
み
方
を
現
代
か
な
づ
か
い
の

ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑵　

│
│
線
②
「
鹿
に
向
ひ
て
…
…
射
た
り
け
る
」
と
あ
る
が
、

男
が
鹿
に
向
か
っ
て
矢
を
射
た
の
は
な
ぜ
か
。
最
も
適
切
な
も

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

ア　

生
き
た
鹿
を
矢
で
射
る
経
験
を
積
み
た
か
っ
た
か
ら
。

イ　

鹿
を
矢
で
射
た
と
人
に
言
い
ふ
ら
そ
う
と
思
っ
た
か
ら
。

ウ　

鹿
が
逃
げ
な
い
よ
う
、
念
を
入
れ
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
。

エ　

矢
で
射
れ
ば
、
わ
な
に
か
か
っ
た
鹿
を
外
し
や

す
い
か
ら
。

⑶　

│
│
線
③「
鹿
は
こ
と
ゆ
ゑ
な
く
走
り
に
げ
て
ゆ
き
に
け
り
」

と
あ
る
が
、
な
ぜ
鹿
は
逃
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
簡
潔
に

説
明
し
な
さ
い
。
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