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入
試
★
古
文
基
本
情
報 

① 

配
点
十
二
点 

② 

出
題
形
式 

・
主
語
を
問
う
問
題 

・
現
代
語
訳
を
問
う
問
題 

・
理
由
を
問
う
問
題 

・
抜
き
出
し
問
題 

・
記
述
問
題 

・
仮
名
遣
い
問
題 

・
主
題
や
要
旨
の
問
題 

・
ご
く
ま
れ
に
古
文
単
語 

 

入
試
★
古
文
の
特
徴 

現
代
語
訳
が
付
い
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
古
文
と
い
う
感

覚
は
な
く
て
も
解
け
る
！(

注
も
あ
る)

次
の
こ
と
を
心
が
け
よ
う
。 

① 

深
い
読
解
は
、
全
く
い
ら
な
い
。
難
し
い
と
感
じ
る
部
分
は

飛
ば
し
て
読
む
の
が
コ
ツ
。 

② 

細
か
い
点
は
こ
だ
わ
っ
て
は
ダ
メ
。
文
章
全
体
が
「
何
を
・

ど
ん
な
ふ
う
に
書
い
て
あ
る
の
か
」
を
理
解
す
る
だ
け
で
い

い
。 

③ 

登
場
人
物
が
「
何
を
し
て
、
何
を
感
じ
、
思
っ
て
い
る
の
か
」

を
つ
か
ん
で
い
く
。
ひ
ね
っ
た
解
釈
は
い
り
ま
せ
ん
。
当
た

り
前
の
解
釈
で
構
い
ま
せ
ん
。 

 

④ 

同
じ
人
物
が
別
の
呼
び
名
で
登
場
す
る
場
合
が
あ
る
の
で
、

十
分
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。
で
も
、
現
代
語
訳
を
読
め
ば

分
か
り
ま
す
の
で
、
人
物
に
○
を
付
け
て
、
読
む
の
が
よ
い

で
す
。 

 

⑤ 

四
題
出
題
さ
れ
ま
す
が
、
各
設
問
が
同
じ
く
三
点
で
す
。
仮

名
遣
い
問
題
も
内
容
理
解
問
題
も
三
点
で
す
。 
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次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
は
実
際
に
入
試
レ
ベ
ル
の
問
題
を
解
い
て
い
き
ま
す
の 

 
 

で
、
一
歩
一
歩
慣
れ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

        

 

随
筆
・
説
話
・
評
論
な
ど
で
は
、 

主
題
や
要
旨
な
ど
文
章
の
ま
と
め
を
問
う
問
題
が
出
題
さ
れ
た
時

は
「
最
初
」「
最
後
」
の
文
で
「
最
も
言
い
た
い
こ
と
」
を
述
べ
る
こ

と
が
多
い
。 

 

入
試
★
説
話
文
学
は
四
つ
の
パ
タ
ー
ン
だ
け 

Ａ 

失
敗
談
な
ど
の
面
白
い
話
を
し
な
が
ら
、
実
は
人
間
は
「
こ 

う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
気
を
つ
け
て
生
き
て
い
こ
う
」
の
よ
う 

な
「
教
訓
」
を
導
く
パ
タ
ー
ン 

 

Ｂ 

ケ
チ
な
僧
侶
や
自
慢
を
し
ま
く
っ
て
い
る
人
物
が
、
幼
い
子 

ど
も
や
身
分
の
低
い
者
に
見
事
に
や
り
こ
ま
れ
る
パ
タ
ー
ン 

 

Ｃ 

神
仏
に
よ
る
奇
跡
の
話
、
妖
怪
変
化
と
見
え
た
出
来
事
が
、 

実
は
単
な
る
自
然
現
象
や
動
物
の
仕
業
だ
っ
た
パ
タ
ー
ン 

 

Ｄ 

信
仰
の
厚
い
者
や
心
優
し
い
人
物
に
対
し
て
、
神
仏
が
そ
の 

生
き
方
を
知
り
、
助
け
て
く
れ
る
パ
タ
ー
ン 

 

入
試
★
随
筆
文
学
の
読
み
取
る
べ
き
内
容 

 

Ａ 

人
生
の
あ
り
方 

 

Ｂ 

人
へ
の
心
配
り
の
大
切
さ 

 

Ｃ 

そ
の
道
の
達
人
の
話 

  
 

最
初
か
最
後
の
文
に
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
ま
と
め
る
内
容
が
書
か
れ 

る
こ
と
が
多
く
、
入
試
古
文
の
場
合
は
、
そ
れ
を
解
答 

さ
せ
る
問
題
が
あ
る
。
Ａ
～
Ｃ
を
念
頭
に
入
れ
て
お
く
と
便
利
。 
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確
認
問
題 

 
 

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
に
直
し 

な
さ
い
。 

 

① 

あ

○は
れ 

 
→

 
 

（ 
 

あ
わ
れ 

 
 

） 

 

② 

み 

○づ 
 
→

 
 

（ 
 

み
ず 

 
 
 

） 

 

③ 

○を
と
こ 

 
→

 
 

（ 
 

お
と
こ 

 
 

） 

 

④ 

据 す

○ゑ
る 

 
→

 
 

（ 
 

す
え
る 

 
 

） 

 

⑤ 

や
う
や
う 

→
 

 

（ 

よ
う
よ
う 

 
 

） 

 

⑥ 

あ
や
し
う 

→
 

 

（ 

あ
や
し
ゅ
う 

 

） 

 
⑦ 

て
ふ
て
ふ 

→
 

 

（ 

ち
ょ
う
ち
ょ
う 

） 

    

入
試
で
は
「
か
な
づ
か
い
」
の
問
題
が
出
題
さ
れ
ま
す
。
ル
ー
ル
を
お
さ
え
て
お
け

ば
必
ず
得
点
で
き
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

■
■
ま
と
め
■
■ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ル
ー
ル
① 

 
は 

・ 

ひ 

・ 

ふ 

・ 

へ 

・ 

ほ 
 

 
 
 
↓

 
 

 
↓

 
 

 
↓

 
 

 
↓

 
 

 
↓

 

（ 

わ 
）（ 

い 

）（ 

う 

）（ 

え 

）（ 

お 

） 
 

ル
ー
ル
② 

 

ぢ 

・ 
づ 

・ 

む 
 

 
 
 
 
↓

 
 

 
↓

 
 

 
↓

 
 

 
 

（ 

じ 

）（ 

ず 
）（ 

ん 

） 
 

ル
ー
ル
③ 

 

ゐ 

・ 

ゑ 

・ 
を 

 
 
 
 
 
 
 
↓

 
 

 
↓

 
 

 
↓

 

（ 

い 

）（ 

え 

）（ 

お 

） 
 

ル
ー
ル
④ 

 

や 

う 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
↓

 
 

 

（ 

よ 

う 

） 
 

 

ル
ー
ル
⑤ 

 

し 

う 
 
 
 
 
↓

 

（ 

し
ゅ
う 

） 
 

ル
ー
ル
⑥ 

 

け
ふ 

 
 
 
 
↓

 

（ 

き
ょ
う 

） 

語
頭
以
外
の 

ア
段
＋
う
（
ふ
） →

 

オ
段
＋
う 

 

イ
段
＋
う
（ふ
） →

 

イ
段
＋
ゅ
う 

 

エ
段
＋
う
（ふ
） →

 

イ
段
＋
ょ
う 
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問 

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な

に
直
し
な
さ
い
。 

                           

 

園 そ
の

の
別
当
入
道

べ
つ
た
ふ
に
ふ
だ
う

は
、
①

さ
う
な
き
包
丁
者

は
う
ち
や
う
じ
や

な
り
。
あ
る
人
の
も
の
に
て
、

い
み
じ
き
鯉
を
出
だ
し
た
り
け
れ
ば
、
皆
人
、
別
当
入
道
の
包
丁
を
見
ば

や
と
②

思
へ
ど
も
、
た
や
す
く
う
ち
出
で
ん
も
い
か
が
と
、
③

た
め
ら
ひ
け

る
を
、
別
当
入
道
さ
る
人
に
て
、「
こ
の
ほ
ど
百
日
の
鯉
を
切
り
は
べ
る
を
、

今
日
欠
き
は
べ
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
ま
げ
て
申
し
請 う

け
ん
。」
と
て
、
切
ら

れ
け
る
、
い
み
じ
く
つ
き
づ
き
し
く
、
興
あ
り
て
、
人
ど
も
④

思
へ
り
け
る

と
、
あ
る
人
、
北
山
太
政
入
道
殿

き
た
や
ま
の
だ
い
じ
や
う
に
ふ
だ
う
ど
の

に
語
り
申
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
「
⑤

か

や
う
の
事
お
の
れ
は
よ
に
う
る
さ
く
覚
ゆ
る
な
り
。
切
り
ぬ
べ
き
人
な
く

ば
、
た
べ
。
切
ら
ん
と
⑥

言
ひ
た
ら
ん
は
、
⑦

な
ほ
よ
か
り
な
ん
。
な
ん
で

ふ
百
日
の
鯉
を
切
ら
ん
ぞ
。」
と
⑧

の
た
ま
ひ
た
り
し
、
⑨

を
か
し
く
覚
え
し

と
、
人
の
語
り
⑩

た
ま
ひ
け
る
、
い
と
を
か
し
。 

 

問 
 

 

線
部
の
語
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
に
直

し
な
さ
い
。 

①
（ 

そ
う
な
き 

 
 
 
 

） 

②
（ 

お
も
え 

 
 
 
 
 

） 

③
（ 

た
め
ら
い 

 
 
 
 

） 

④
（ 

お
も
え
り 

 
 
 
 

） 

⑤
（ 

か
よ
う 

 
 
 
 
 

） 

⑥
（ 

い
い
た
ら
ん 

 
 
 

） 

⑦
（ 

な
お 

 
 
 
 
 
 

） 

⑧
（ 

の
た
ま
い 

 
 
 
 

） 

⑨
（ 

お
か
し
く 

 
 
 
 

） 

⑩
（ 

た
も
う 

 
 
 
 
 

） 

 
 

次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
古
文
の
読
解
演
習
を
し
ま
す
。
で
き
る
だ
け
順
番
通
り

に
解
い
て
下
さ
い
。 

■
■
練
習
問
題
■
■ 

■
■
実
戦
問
題
■
■ 

① 

に
ほ
ひ 

（ 
 

に
お
い 

 
 
 
 

） 

③ 

う
へ 

（ 
 

う
え 

 
 
 
 
 

） 

⑤ 

ゐ
な
か 

（ 
 

い
な
か 

 
 
 
 

） 

⑦ 

て
ふ 

（ 
 

ち
ょ
う 

 
 
 
 

） 

⑨ 

ぐ
わ
ん
じ
つ 

（ 
 

が
ん
じ
つ 

 
 
 

） 

⑪ 

お
の
づ
と 

（ 
 

お
の
ず
と 

 
 
 

） 

⑬ 

い
は
れ
け
り 

（ 
 

い
わ
れ
け
り 
 
 

） 

⑮ 

か
な
し
う 

（ 
 

か
な
し
ゅ
う 

 
 

） 

⑰ 

け
ふ 

（ 
 

き
ょ
う 

 
 
 
 

） 

⑲ 

答
へ
て
い
は
く 

（ 
 

こ
た
え
て
い
わ
く 

） 

② 

に
は
と
り 

（ 
 

に
わ
と
り 

 
 
 

） 

④ 

ゆ
ゑ 

（ 
 

ゆ
え 

 
 
 
 
 

） 

⑥ 

い
ふ 

（ 
 

い
う 

 
 
 
 
 

） 
⑧ 

い
み
じ
う 

（ 
 

い
み
じ
ゅ
う 

 
 

） 

⑩ 

く
わ
う
い
ん 

（ 
 

こ
う
い
ん 

 
 
 

） 

⑫ 

を
ん
な 

（ 
 

お
ん
な 

 
 
 
 

） 

⑭ 

い
き
ほ
ひ 

（ 
 

い
き
お
い 

 
 
 

） 

⑯ 

見
ゐ
た
り
し 

（ 
 

み
い
た
り
し 

 
 

） 

⑱ 

さ
う 

（ 
 

そ
う 

 
 
 
 
 

） 

⑳ 

作
り
や
う 

（ 
 

つ
く
り
よ
う 

 
 

） 
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一 

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

 

あ
る
時
、
狐

き
つ
ね

、
餌え

食じ
き

を
求
め
か
ね
て
、
＊

こ
こ
か
し
こ
さ
ま
よ
ふ
と
こ
ろ
に
、
烏

か
ら
す

、

肉
し
し
む
ら

を
く
は
へ
て
木
の
上
に
お
れ
り
。
狐
、
心
に
思
ふ
や
う
、
我
、
こ
の
肉
を
＊

取
ら
ま

ほ
し
く
覚
へ
て
、
烏
の
い
け
る
木
の
も
と
に
立
ち
寄
り
、
「
①
＊

い
か
に
御ご

辺へ
ん

、
御
身
は

よ
ろ
づ
の
烏
の
中
に
、
す
ぐ
れ
て
う
つ
く
し
く
見
え
さ
せ
お
は
し
ま
す
。
然し

か

り
と
い
へ

ど
も
、
少
し
事
足た

り
給た

ま

は
ぬ
事
と
て
は
、
御
声
の
鼻
声
に
こ
そ
＊

侍
は
ん
べ

れ
。
た
だ
し
、
こ

の
程
＊

せ
じ
ゃ
う
に
申
せ
し
は
、
御
声
も
こ
と
の
外
、
よ
く
渡
ら
せ
給
ふ
な
ど
申
し
て
こ

そ
候

さ
う
ら

へ
。
＊

あ
は
れ
、
一
節
聞
か
ま
ほ
し
う
こ
そ
侍
れ
と
申
し
け
れ
ば
、
烏
、
こ
の
儀

を
、
＊

実げ

に
や
と
心
得
て
、「
さ
ら
ば
、
声
を
い
だ
さ
む
」
と
て
、
口
を
＊

は
た
け
け
る
隙ひ

ま

に
、
終つ

ひ

に
肉
を
②

落
と
し
ぬ
。
狐
、
こ
れ
を
取
つ
て
逃
げ
去
り
ぬ
。 

（
『
伊い

曾そ

保ほ

物
語
』
に
よ
る
） 

 

＊
こ
こ
か
し
こ
＝
あ
ち
ら
こ
ち
ら 

 

＊
取
ら
ま
ほ
し
く
＝
奪
い
取
り
た
い 

＊
い
か
に
御
辺
、
御
身
は
よ
ろ
づ
の
烏
の
中
に
＝
や
あ
、
貴
殿
、
あ
な
た
は
す
べ
て
の
烏
の
中
で
も 

＊
侍
れ
＝
ご
ざ
い
ま
す 

 
 
 
 

 

＊
せ
じ
ゃ
う
に
申
せ
し
は
＝
世
間
で
は 

＊
あ
は
れ
＝
あ
あ 

 

＊
実
に
や
と
＝
本
当
と 

＊
は
た
け
け
る
隙
に
＝
口
を
開
け
た
と
た
ん
に 

 

 

問
一 

①

い
か
に
御
辺 

か
ら
狐
の
会
話
が
始
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
会
話
の
終
わ
り
は

ど
こ
で
す
か
。
最
後
の
十
字
を
書
き
な
さ
い
。 

 

 

 

問
二 

②

落
と
し
ぬ 

と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
主
語
に
当
た
る
動
物
を
漢
字
一
字
で
書
き

な
さ
い
。 

 

 

問
三 

本
文
が
示
す
教
訓
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。 

ア 

他
人
に
お
だ
て
ら
れ
て
そ
れ
を
本
気
に
す
る
と
失
敗
す
る
。 

イ 

自
分
の
利
益
の
た
め
に
は
、
手
段
を
選
ん
で
は
い
け
な
い
。 

ウ 

他
人
を
褒
め
る
と
、
自
分
の
利
益
が
損
な
わ
れ
失
敗
す
る
。 

エ 

他
人
を
褒
め
る
と
、
必
ず
成
功
す
る
。 

オ 

い
か
な
る
場
合
も
、
逃
げ
足
は
速
い
方
が
い
い
。 

 
 
 
 
 
 
 

 

   
★
会
話
の
終
わ
り
を
表
す
言
葉
★ 

  
 

・
・
・
・
・
・
・
・
・
」

と
・

と
て 

烏 

 

ア 

聞 

か 

ま 

ほ 

し 

う 

こ 

そ 

侍 

れ 
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二 

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

 
あ
る
と
き
、
ね
ず
み
相あ

い

集
ま
り
て
＊

せ
ん
議
し
け
る
は
、
「
い
つ
も
か
の
猫
と
い
ふ
い

た
づ
ら
者
に
ほ
ろ
ぼ
さ
る
る
時
、
千ち

た
び
悔
や
め
ど
も
、
＊

そ
の
益
な
し
。
か
の
猫
、
声

を
立
つ
る
か
、
し
か
ら
ず
は
足
音
高
く
な
ど
せ
ば
、
か
ね
て
用
心
す
べ
け
れ
ど
も
、
ひ

そ
か
に
近
づ
き
た
る
ほ
ど
に
、
油
断
し
て
取
ら
る
る
の
み
な
り
。
い
か
が
は
せ
ん
。
」
と

言
ひ
け
れ
ば
、
古
老
の
ね
ず
み
進
み
出い

で
て
言
ひ
け
る
は
、
詮せ

ん

ず
る
所
、
猫
の
首
に
鈴

を
付
け
て
お
か
ば
、
①

や
す
く
知
り
な
ん
と
言
ふ
。
皆
々
、「
も
つ
と
も
。
」
と
同
心
し
け

る
。
「
然し

か

ら
ば
、
こ
の
う
ち
よ
り
だ
れ
出
で
て
か
、
猫
の
首
に
鈴
を
付
け
ん
や
。
」
と
言

ふ
に
、
②「
我
付
け
ん
。
」
と
言
ふ
者
な
し
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
の
た
び
の
＊

議ぎ

定
じ
ょ
う

事
お

は
ら
で
退
散
し
ぬ
。 

（
『
伊
曾
保
物
語
』
に
よ
る
） 

＊
せ
ん
議
＝
み
ん
な
で
話
し
合
う
こ
と
。 

＊
そ
の
益
な
し
＝
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。 

＊
議
定
＝
「
せ
ん
議
」
に
同
じ
。 

       

問
一 

古
老
の
ね
ず
み
の
言
葉
の
う
ち
「 

 

」
で
く
く
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
一
つ
あ

り
ま
す
。
そ
れ
を
抜
き
出
し
、
そ
の
初
め
の
四
字
を
書
き
な
さ
い
。 

 

 

問
二 

①

や
す
く
知
り
な
ん 

と
あ
り
ま
す
が
、
ど
ん
な
こ
と
を
簡
単
に
知
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ

の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。 

ア 

猫
が
近
づ
い
て
く
る
こ
と
。 

イ 

猫
の
首
に
鈴
が
付
い
て
い
る
こ
と
。 

ウ 

ね
ず
み
が
用
心
を
し
て
い
る
こ
と
。 

エ 

古
老
の
ね
ず
み
が
言
っ
た
こ
と
。 

 

 

問
三 

②「
我
付
け
ん
。
」
と
言
ふ
者
な
し 

と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
ね
ず
み
た
ち
は
だ
れ

も
猫
の
首
に
鈴
を
付
け
よ
う
と
言
わ
な
か
っ
た
の
で
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。 

ア 

猫
の
首
に
鈴
を
付
け
て
も
、
全
然
効
果
の
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て
い
た
か
ら
。 

イ 

他
の
方
法
を
試
し
て
、
様
子
を
見
た
か
っ
た
か
ら
。 

ウ 

ね
ず
み
た
ち
は
猫
の
首
に
鈴
を
付
け
た
が
っ
た
が
、
古
老
の
ね
ず
み
が
反
対

し
た
か
ら
。 

エ 

ね
ず
み
た
ち
が
猫
に
襲
わ
れ
る
こ
と
を
心
配
し
、
近
づ
く
の
が
怖
か
っ
た
か

ら
。 

 

 

 

詮 

ず 

る 

所 エ ア 
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三 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

た
い
そ
う
ひ
ど
く 

 
 
 
 

 
 
 

 
八
月
十
五
日
ば
か
り
の
月
に
①

い
で
ゐ
て
、
か
ぐ
や
姫
い
と
い
た
く
泣
き
た
ま
ふ
。
人
目 

 
 

今
は
人
目
も
気
に
な
さ
ら
ず 

も
今
は
つ
つ
み
た
ま
は
ず
泣
き
た
ま
ふ
。
こ
れ
を
見
て
、
親
ど
も
も
「
何
事
ぞ
」
と
問
ひ 

 

さ
わ
ぐ
。 

 

か
ぐ
や
姫
泣
く
泣
く
言
ふ
、
「
②

さ
き
ざ
き
も
申
さ
む
と
思
ひ
し
か
ど
も
、
必
ず
心
惑
ひ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

言
わ
な
い
ま
ま
で
い
ら
れ
よ
う
か
と
思
っ
て 

し
た
ま
は
む
も
の
ぞ
と
思
ひ
て
、
今
ま
で
過
ご
し
は
べ
り
つ
る
な
り
。
さ
の
み
や
は
と
て
、 

 

う
ち
い
で
は
べ
り
ぬ
る
ぞ
。
お
の
が
身
は
こ
の
国
の
人
に
も
あ
ら
ず
。
月
の
都
の
人
な
り
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
参
っ
た
の
で
し
た 

そ
れ
を
昔
の
ち
ぎ
り
あ
り
け
る
に
よ
り
な
む
、
こ
の
世
界
に
は
ま
う
で
来
た
り
け
る
。
今 

 

は
帰
る
べ
き
に
な
り
に
け
れ
ば
、
こ
の
月
の
十
五
日
に
、
か
の
も
と
の
国
よ
り
、
迎
へ
に 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ど
う
し
て
も
帰
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で 

人
々
も
う
で
来
む
ず
。
さ
ら
ず
ま
か
り
ぬ
べ
け
れ
ば
、
お
ぼ
し
嘆
か
む
が
悲
し
き
こ
と
を
、 

 

こ
の
春
よ
り
思
ひ
嘆
き
は
べ
る
な
り
。
」
と
言
ひ
て
、
③

い
み
じ
く
泣
く
を
、
翁
、「
こ
は
、 

何
と
い
う
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か 

な
で
ふ
こ
と
の
た
ま
ふ
ぞ
。
竹
の
中
よ
り
見
つ
け
き
こ
え
た
り
し
か
ど
、
菜
種
の
大
き
さ 

 

お
は
せ
し
を
、
わ
が
丈
に
立
ち
並
ぶ
ま
で
養
ひ
た
て
ま
つ
り
た
る
わ
が
子
を
、
何
人
か
迎 

 

へ
き
こ
え
む
。
ま
さ
に
許
さ
む
や
。」
と
言
ひ
て
、「
④

わ
れ
こ
そ
死
な
め
」
と
て
、
泣
き
の 

 

の
し
る
こ
と
、
い
と
耐
へ
が
た
げ
な
り
。 

（
『
竹
取
物
語
』
に
よ
る
） 

 

問
一 

①

い
で
ゐ
て 

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
を
「
現
代
か
な
づ
か
い
」
に
直
し
、

ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。 

 

 

問
二 

②

さ
き
ざ
き
も
申
さ
む
と
思
ひ
し
か
ど
も 

と
あ
り
ま
す
が
、
か
ぐ
や
姫
は
親
に

ど
ん
な
こ
と
を
言
お
う
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
か
。
そ
れ
が
具
体
的
に
書
か
れ
て

い
る
連
続
す
る
二
文
を
本
文
か
ら
さ
が
し
、
そ
の
初
め
の
五
字
を
書
き
抜
き
な
さ

い
。 

 

 

問
三 

③

い
み
じ
く
泣
く 

と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次

の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。 

ア 

誰
一
人
と
し
て
自
分
の
話
を
信
じ
よ
う
と
し
な
い
か
ら
。 

イ 

も
と
い
た
世
界
に
早
く
帰
り
た
い
か
ら
。 

ウ 

翁
た
ち
が
悲
し
み
嘆
く
姿
を
見
た
く
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。 

エ 

一
所
懸
命
に
育
て
て
く
れ
た
翁
た
ち
に
感
謝
し
て
い
る
か
ら
。 

 
 

 

  

問
四 

④

わ
れ
こ
そ
死
な
め 

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
誰
が
言
っ
た
言
葉
で
す
か
。 

本
文
中
の
言
葉
で
答
え
な
さ
い
。 

 

 

お 

の 

が 

身 

は ウ 

翁 

い
で
い
て 

翁
が 

http://oak.zero.ad.jp/teru/gakusyu/taketori/kokoro.html
http://oak.zero.ad.jp/teru/gakusyu/taketori/honbun.html#nageki#nageki
http://oak.zero.ad.jp/teru/gakusyu/taketori/utiide.html
http://oak.zero.ad.jp/teru/gakusyu/taketori/honbun.html#nageki#nageki
http://oak.zero.ad.jp/teru/gakusyu/taketori/honbun.html#nageki#nageki
http://oak.zero.ad.jp/teru/gakusyu/taketori/nageku.html
http://oak.zero.ad.jp/teru/gakusyu/taketori/nageki.html
http://oak.zero.ad.jp/teru/gakusyu/taketori/honbun.html#nageki#nageki
http://oak.zero.ad.jp/teru/gakusyu/taketori/honbun.html#nageki#nageki
http://oak.zero.ad.jp/teru/gakusyu/taketori/honbun.html#nageki#nageki
http://oak.zero.ad.jp/teru/gakusyu/taketori/honbun.html#nageki#nageki
http://oak.zero.ad.jp/teru/gakusyu/taketori/honbun.html#nageki#nageki
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四 

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

 
こ
の
＊

清
明
、
あ
る
時
、
広
沢
の
僧そ

う

正
じ
ゃ
う

の
＊

御
房
に
参
り
て
、
物
申
し
承
り
け
る
間
、
若
き
僧
ど
も
が
、 

 

晴
明
に
①

い
ふ
や
う
、「
＊

式
神
を
使
ひ
給
ふ
な
る
は
、
た
ち
ま
ち
に
人
を
ば
殺
し
給
ふ
や
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、 

 

「
②

や
す
く
は
え
殺
さ
じ
。
力
を
入
れ
て
殺
し
て
ん
」
と
い
ふ
。
さ
ら
に
、
清
明
、
僧
ど
も
に
言
ふ
に
、 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

少
し
の
こ
と
で 

 
 

 
 
 

 
 

き
っ
と
殺
せ
る
で
し
ょ
う
。 

 
 

し
か
し
、
生
き
返
ら
せ
る
方
法
を
知
ら
な
い
の
で 

「
さ
て
、
虫
な
ん
ど
を
ば
、
少
し
の
事
せ
ん
に
、
必
ず
殺
し
つ
べ
し
。
さ
て
生
く
る
や
う
を
知
ら
ね
ば
、 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

そ
ん
な
こ
と
は
意
味
の
な
い
こ
と
で
す 

罪
を
得
つ
べ
け
れ
ば
、
さ
や
う
の
事
よ
し
な
し
」
と
い
ふ
と
、
庭
に
蛙
の
出
で
来
て
、
五
匹
、
六
匹
ば
か
り
躍 

 

り
て
、
池
の
方
ざ
ま
へ
行
き
け
る
を
、
僧
が
「
あ
れ
一
つ
、
さ
ら
ば
殺
し
給
へ
。
試

こ
こ
ろ

み
ん
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、 

 

清
明
「
③

罪
を
作
り
給
ふ
僧
か
な
。
さ
れ
ど
も
試
み
給
へ
ば
、
蛙
を
殺
し
て
見
せ
奉
ら
ん
」
と
て
、
草
の
葉
を 

 

摘 つ

み
切
り
て
、
物
を
誦よ

む
や
う
に
し
て
、
蛙
の
方
へ
投
げ
や
り
け
れ
ば
、
そ
の
草
の
葉
が
、
蛙
の
上
に
か
か
り 

 

け
れ
ば
、
蛙
真
平

ま
ひ
ら

に
ひ
し
げ
て
死
に
た
り
け
り
。
こ
れ
を
見
て
、
僧
ど
も
の
顔
色
変
り
て
、
恐
ろ
し
と
思
ひ
け

り
。 

 

家
の
中
に
人
な
き
時
は
、
こ
の
式
神
を
使
ひ
け
る
に
や
、
人
も
な
き
に
、
＊

蔀
し
と
み

を
上
げ
下
し
、
門
を
さ
し 

 

な
ど
し
け
り
。 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

（『
宇
治
拾
遺
物
語
』
に
よ
る
） 

 

＊
清
明
＝
安
倍

あ
べ
の

清せ
い

明め
い

。
平
安
時
代
の
役
人
。
妖
術
を
使
え
る
と
い
う
伝
説
が
あ
る
。 

＊
御
房
＝
僧
正
の
住
ま
い
。 

＊
式
神
＝
清
明
が
不
思
議
な
術
に
使
う
神
。 

＊
御
坊
＝
お
坊
さ
ま
。 

＊
蔀
＝
日
光
、
風
雨
を
さ
え
ぎ
る
た
め
の
戸
。 

問
一 

①

い
ふ
や
う 

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
、
ひ
ら

が
な
で
書
き
な
さ
い
。 

 

問
二 

②

や
す
く
は 

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
の
意
味
と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
次

の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。 

ア 

本
当
に 

 

イ 

急
に
は 

 

ウ 

実
は 

 
 

エ 

簡
単
に
は 

 

問
三 

③

罪
を
作
り
給
ふ
僧
か
な 

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
言
う
「
罪
」
と
は
何
で
す

か
。
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。 

ア 

帝
の
許
可
な
く
式
神
を
使
う
罪
。 

イ 

不
思
議
な
力
で×

人
々
を
だ
ま
す
罪
。 

ウ 

む
や
み
に
生
き
物
を
殺
す
罪
。 

エ 

尊
い×

式
神
を
軽
々
し
く
扱
う
罪
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

問
四 

本
文
の
内
容
と
合
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ

の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。 

ア 

僧
た
ち
は
、
仏
の
教
え
を
破
る
よ
う
な
行
為
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔

し
た
。 

イ 

清
明
は
生
き
物
を
殺
す
術
を
持
っ
て
い
る
が
、
で
き
れ
ば
し
た
く
な
い
と
思

っ
て
い
る
。 

ウ 

広
沢
の
僧
正
は
、
若
い
僧
を
通
じ
て
清
明
に
蛙
を
殺
し
て
み
せ
る
よ
う
命
じ

た
。 

エ 

清
明
は
、
草
の
葉
で
蛙
を
殺
し
た
あ
と
に
式
神
を
使
っ
て
す
ぐ
に
生
き
返
ら

せ
た
。 

 

 

エ ウ イ 

い
う
よ
う 
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五 

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

荒
れ
は
て
た
野
原 

さ
て
、
浦
島
は
、
故ふ

る

郷さ
と

へ
帰
り
見
て
あ
れ
ば
、
人
跡
絶
え
は
て
て
、
虎と

ら

臥ふ

す
野
辺
と 

 

な
り
に
け
り
。
浦
島
、
こ
れ
を
見
て
、
Ａ

こ
は
い
か
な
る
こ
と
や
ら
ん
と
思
ひ
、
あ
る
傍 

「
だ
れ
か
い
る
か
」 

を
見
れ
ば
、
柴し

ば

の
庵

い
ほ
り

の
あ
り
け
る
に
、
「
も
の
言
は
ん
」
と
言
ひ
け
れ
ば
、
庵
の
中
か 

「
だ
れ
で
す
か
」 

ら
よ
り
八
十
ば
か
り
の
翁

お
き
な

出
で
あ
ひ
、「
誰
に
て
」
と
申
せ
ば
、
浦
島
申
し
け
る
は
、「
こ 

浦
島
の
家
は
ど
こ
に
あ
り
ま
す
か 

の
所
に
、
浦
島
の
行
方
は
候
は
ぬ
か
」
と
言
ひ
け
れ
ば
。
翁
申
す
や
う
、「
い
か
な
る
人 

 

に
て
候
へ
ば
、
浦
島
の
行
方
を
ば
、
御
尋
ね
候
ふ
や
ら
ん
、
不
思
議
に
こ
そ
候
へ
。
そ 

 

の
浦
島
と
や
ら
ん
は
、
は
や
七
百
年
以
前
の
こ
と
と
申
し
伝
へ
候
ふ
」
と
申
し
け
れ
ば
、 

 

太
郎
１

お
ほ
き
に
驚
き
、
こ
は
い
か
な
る
こ
と
ぞ
と
て
、
そ
の
い
は
れ
を
あ
り
の
ま
ま
に 

 

ア

語
り
け
れ
ば
、
翁
も
、
不
思
議
の
思
ひ
を
な
し
、
イ

涙
を
流
し
申
し
け
る
は
、 

あ
そ
こ
に
見
え
て
い
る
古
い
塚
、
古
い
石
塔
こ
そ
、 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

お
墓
で
す 

「
あ
れ
に
見
え
て
候
ふ
古
き
塚
、
古
き
石
塔
こ
そ
、
そ
の
人
の
廟べ

う

所し
ょ

と
申
し
伝
へ
て
こ 

 

そ
候
へ
」
と
て
、
指
を
さ
し
て
教
へ
け
る
。
太
郎
は
、
泣
く
泣
く
、
草
深
く
露
し
げ 

 

き
野
辺
を
分
け
、
古
き
塚
に
参
り
、
涙
を
流
し
、
か
く
な
ん
、 

 

か
り
そ
め
に 

出
で
に
し
跡
を 

来
て
見
れ
ば 

虎と
ら

臥ふ

す
野
辺
と 

な
る
ぞ
悲
し
き 

 

さ
て
、
浦
島
太
郎
は
、
一
本
の
松
の
木
陰
に
立
ち
寄
り
、
あ
き
れ
は
て
て
ぞ
２

ゐ
た
り
け 

 

る
。
太
郎
３

思
ふ
や
う
、
「
亀か

め

が
与
へ
し
か
た
み
の
箱
、
『
け
っ
し
て
あ
け
さ
せ
給た

ま

ふ
な
』 

 

と
ウ

言
ひ
け
れ
ど
も
、
今
は
何
か
せ
ん
、
あ
け
て
見
ば
や
」
と
思
ひ
、
見
る
こ
そ
く
や 

 

し
か
り
け
れ
。
こ
の
箱
を
あ
け
て
見
れ
ば
、
中
よ
り
紫
の
雲
三
す
ぢ
エ

上
り
け
り
。
こ
れ 

 

を
見
れ
ば
、
二
十
四
五
の
齢

よ
は
ひ

変
り
は
て
て
、
た
ち
ま
ち
白
髪
の
翁
と
な
る
こ
そ
あ
は 

 

れ
な
れ 

。 

（
『
御お

伽と
ぎ

草ざ
う

子し

』
「
浦
島
太
郎
」
に
よ
る
） 

 

         

が 
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問
一 

 
 

線
部
１
～
３
の
歴
史
的
仮
名
遣
い
を
現
代
的
仮
名
遣
い
に
直
し
な
さ
い
。
但

し
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
く
こ
と
。 

 
１ 

 

 

２ 
 

 

３ 
 

 
 
 
 

 
 

 

問
二 

 
 

線
部
ア
～
エ
の
主
語
は
誰
に
な
り
ま
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
①
～ 

④
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。 

 

① 
 

浦
島
太
郎 

 

② 

八
十
ば
か
り
の
翁 

 

③ 
亀 

 

④ 

そ
の
他 

  
 
 

 

 
 

 
 
 

 

問
三 

 
 

線
部
Ａ
は
、
誰
の
心
情
を
述
べ
た
も
の
に
な
り
ま
す
か
。
本
文
中
か
ら
、
書

き
抜
き
な
さ
い
。 

  

 

 

  

問
四 

次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
、
本
文
の
内
容
に
合
っ
て
い
な
い
も
の
を
す
べ
て
選
び
な 

さ
い
。 

  
 

ア 

浦
島
が
、
百
年
後
、
故
郷
に
帰
っ
て
来
る
と
、
人
の
住
ん
で
い
る
気
配
を
感

じ
ず
、
あ
た
り
は
荒
れ
は
て
た
野
原
に
な
っ
て
い
た
。 

  
 

イ 

八
十
歳
く
ら
い
の
翁
に
事
情
を
聞
か
さ
れ
た
浦
島
は
、
自
分
の
墓
の
前
で
悲
み
、

和
歌
を
詠
ん
だ
。 

  
 

ウ 

亀
は
浦
島
に
絶
対
に
箱
を
開
け
て
は
い
け
な
い
と
言
わ
れ
た
の
で
、
そ
の
言
い

つ
け
を
守
り
続
け
た
。 

  
 

エ 

二
十
四
五
の
年
齢
で
あ
っ
た
浦
島
は
、
地
上
に
も
ど
っ
て
く
る
と
突
然
、
白
髪

の
翁
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

  
 

オ 

亀
の
言
い
つ
け
を
破
っ
た
浦
島
は
、
箱
の
中
か
ら
出
て
き
た
紫
色
の
雲
に
よ
り
、

二
十
四
五
の
年
齢
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
た
ち
ま
ち
白
髪
の
翁
に
な
っ
て

し
ま
っ
た
。 

            

ア 

① 

イ 

② 

ウ 

③ 

エ 
④ 

ア
，
ウ
，
エ 

お
も
う
よ
う 

い
た
り 

お
お
き
に 

浦
島 

又
は 

太
郎 
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六 

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

 

 

犬
の
子
を
た
い
そ
う
か
わ
い
が
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
か 

あ
る
人
、
ゑ
の
こ
を
い
と
い
た
は
り
け
る
に
や
、
そ
の
主
人
外
よ
り
帰
り 

 

け
る
時
、
か
の
ゑ
の
こ
、
そ
の
膝
に
の
ぼ
り
、
胸
に
手
を
あ
げ
、
口
の
ほ
と 

主
人
は
子
犬
を 

か
わ
い
が
る
思
い
が
さ
ら
に 

つ
の
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。 

り
を
①

舐 ね
ぶ

り
廻
る
。
こ
れ
に
よ
つ
て
、
主
人
愛
す
る
こ
と
い
や
ま
し
な
り
。 

こ
の
様
子
を
見
て 

 

馬
、
ほ
の
か
に
こ
の
由
を
見
て
、
②

う
ら
や
ま
し
く
思
ひ
け
ん
、「
あ
つ
ぱ 

 

れ
我
も
か
や
う
に
こ
そ
し
侍
ら
め
。」
と
思
ひ
定
め
て
、
あ
る
時
、
主
人
外
よ 

 

り
帰
り
け
る
時
、 

、
主
人
の
③

胸
に
と
び
か
か
り
、
顔
を
舐 ね

ぶ

り
、
尾
を
振
り 

 

な
ど
し
け
れ
ば
、
主
人
こ
れ
を
見
て
は
な
は
だ
④

怒
り
を
な
し
、
棒
を
取
っ
て
、 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

人
の
親
し
い
親
し
く
な
い
を
わ
き
ま
え
な
い
で
、 

も
と
の
小
屋
に
押
し
入
れ
け
る
。
そ
の
ご
と
く
、
人
の
親
疎

し

ん

そ

を
わ
き
ま
え
ず
、 

自
分
か
ら
一
方
的
な
も
て
な
し
顔
を
す
る
の
は 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

大
変
こ
っ
け
い
な
こ
と
で
あ
る 

わ
が
か
た
よ
り
馳
走
顔
こ
そ
は
な
は
だ
も
つ
て
、
を
か
し
き
こ
と
な
れ
。 

 
 
 

わ
が
身
の
こ
と
を
よ
く
考
え
て 

 
 

 
 

 
 

そ
れ
相
応
の
挨
拶
を
す
べ
き
で
あ
る 

 

わ
が
ほ
ど
に
従
つ
て
、
そ
の
挨
拶
を
な
す
べ
き
な
り
。 

 

(

『
伊
曽
保
物
語
』
に
よ
る) 

    

問
一 

 
 
 

部
①
～
④
の
主
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア 

～
エ
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

 

ア 

① 

主
人 

 

② 

馬 
 
 

③ 

主
人 

 

④ 

馬 

イ 

① 

ゐ
の
こ 

② 

馬 
 
 

③ 

馬 
 
 

④ 

馬 

ウ 

① 

ゐ
の
こ 

② 

馬 
 
 

③ 

馬 
 
 

④ 

主
人 

エ 

① 

主
人 

 

② 

主
人 

 

③ 

ゐ
の
こ 

④ 

馬 

 

問
二 

「
か
や
う
に
こ
そ
し
侍
ら
め
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
な
さ
い
。
但
し
、
す
べ

て
平
仮
名
で
書
く
こ
と
。 

 

 

 

問
三 

次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
内
容
を
十
字
以
内
で
書
き
入
れ
な
さ
い
。 

  

馬
は
自
分
も 

 
 
 
 
 
 
 

と
思
い
主
人
の
胸
に
と
び
か
か
っ
た
。 

 

 

 

問
四 

こ
の
文
章
で
、
筆
者
が
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
ど
ん
な
こ
と
で
す
か
。 

 

 

ア 

相
手
を
い
じ
め
る
と
結
局
は
自
分
に
は
ね
か
え
っ
て
く
る
。 

 

イ 

や
た
ら
に
物
ま
ね
を
す
る
と
思
わ
ぬ
失
敗
を
す
る
。 

 

ウ 

他
人
を
か
わ
い
が
る
と
自
分
も
か
わ
い
が
ら
れ
る
。 

 
エ 

自
分
も
他
人
も
誰
に
で
も
挨
拶
を
す
る
と
喜
ば
れ
る
。 

 

 

ウ 

か 

わ 

い 

が 

っ 

て 

ほ 

し 

い 
 

イ 

か
よ
う
に
こ
そ
，
し
は
べ
ら
め 

が 

(例) 
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七 

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

 

歌
人
と
し
て
優
れ
た
人
物
と
し
て
お
仕
え
し
て
い
た
が 

 

今
は
昔
、
※
１

紫
式
部
、
※
２

上
東
門
院
に
歌
詠
み
優
の
者
に
て
さ
ぶ
ら
ふ 

大
斉
院
か
ら
、
春
ご
ろ
に
、 

に
、
※
３

大
斎
院
よ
り
春
つ
方
、 

 
 
 
 

 
(

大
斎
院
は)  

上
東
門
院
に 

何
か
適
当
な
物
語
が
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か 

「
①

つ
れ
づ
れ
に
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
さ
り
ぬ
べ
き
物
語
や
さ
ぶ
ら
ふ
」 

(

上
東
門
院
は)

、
書
物
を
お
取
り
出
し
に
な
っ
て 

と
尋
ね
申
さ
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
御
草
子
ど
も
取
り
だ
さ
せ
て
ま
ひ
て
、 

「
ど
れ
を
差
し
上
げ
た
ら
よ
か
ろ
う
か
」
な
ど
と
言
っ
て 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

選
び
な
さ
る
と 

「
い
づ
れ
を
か
ま
ゐ
ら
す
べ
き
。」
な
ど
、
選
り
出
さ
せ
た
ま
ふ
に
、 

新
し
く
作
っ
て
差
し
上
げ
な
さ
い
ま
せ 

紫
式
部
、「
み
な
目
馴
れ
て
さ
ぶ
ら
ふ
に
、
新
し
く
つ
く
り
て
②

ま
ゐ
ら
せ 

 

さ
せ
た
ま
へ
か
し
。」
と
申
し
け
れ
ば
、 

上
東
門
院
が
「
そ
れ
で
は
あ
な
た
が
作
り
な
さ
い
」 

「
さ
ら
ば
つ
く
れ
か
し
。」 

 

『
源
氏
物
語
』
を
作
っ
て
差
し
上
げ
た
と
の
こ
と
だ 

と
仰
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
源
氏
は
つ
く
り
て
ま
ゐ
ら
せ
た
り
け
る
と
ぞ
。 

 

(

『
今
鏡
』
に
よ
る) 

 ※
１ 

紫
式
部 

・
・
平
安
時
代
中
期
の
女
流
文
学
者 

※
２ 

上
東
門
院
・
・
一
条
天
皇
の
中
宮
で
あ
る
彰
子 

※
３ 

大
斎
院 

・
・
村
上
天
皇
の
第
十
皇
女 

   

問
一 

①

つ
れ
づ
れ
に
さ
ぶ
ら
ふ
に 

と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当 

な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

 

ア 

心
配
し
て
お
り
ま
す
が 

イ 

退
屈
し
て
お
り
ま
す
が 

ウ 

残
念
に
思
っ
て
お
り
ま
す
が 

エ 

気
の
毒
に
思
っ
て
お
り
ま
す
が 

 

 

問
二 

②

ま
ゐ
ら
せ
さ
せ
た
ま
へ
か
し 

を
現
代
的
仮
名
遣
い
に
直
し
な
さ
い
。 

 

 

  

問
三 

文
章
の
内
容
と
合
う
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
な
さ
い
。 

 

ア 

紫
式
部
は
、
上
東
門
院
に
、
大
斎
院
の
た
め
に
、
新
し
く
物
語
を
作
っ
て 

棚
に
置
い
て
お
く
よ
う
に
命
じ
た
。 

 

イ 

上
東
門
院
は
、
紫
式
部
に
、
新
し
い
物
語
を
作
っ
て
、
大
斎
院
に
差
し
上
げ

る
よ
う
申
し
上
げ
た
。 

 

ウ 

大
斎
院
か
ら
依
頼
を
受
け
た
紫
式
部
と
上
東
門
院
は
、
二
人
で
見
な
れ
た
物

語
を
選
ん
で
推
薦
し
続
け
た
。 

 

エ 

大
斎
院
は
、
紫
式
部
に
命
じ
て
、
上
東
門
院
に
新
し
く
物
語
を
作
っ
て
、
差

し
上
げ
る
よ
う
申
し
上
げ
た
。 

 

  

イ イ 

ま
い
ら
せ
さ
せ
た
ま
え
か
し 
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八 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

他
国
に
め
っ
た
に
な
い
魚
で
あ
る
。 

 

備
前
の
国
岡
山
に
、
そ
こ
に
べ
と
い
ふ
魚
あ
り
。
余
国
に
ま
れ
な
り
。 

領
主
で
あ
る
宇
喜
田
直
家
よ
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

芸
州
の
小
早
川
隆
景
が
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

備
中
の
笠
岡
城
に
お
ら
れ
た
時
、 

太
守
宇
喜
田
直
家
よ
り
、
芸
州
小
早
川
隆
景
、
備
中
笠
岡
の
城
に
お
は
し 

 

け
る
と
き
、
か
の
魚
を
送
ら
る
る
。
隆
景
、
侍
に
仰
せ
、「
夜
中
に
備
前
よ 

家
老
の
者
た
ち
に
、
朝
に
な
っ
た
ら
、
そ
こ
に
べ
を
も
て
な
そ
う
と
い
う
こ
と
を
申
せ 

り
、
そ
こ
に
べ
が
来
た
ほ
ど
に
、
家
老
の
衆
に
今
朝
ふ
る
ま
ふ
べ
き
よ
し 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

侍
の
従
者
は
、
み
な
に
そ
の
こ
と
を
ふ
れ
ま
わ
り
、 

申
せ
。」
と
あ
れ
ば
、
か
せ
者
ま
は
り
て
「
備
前
よ
り
今
夜
、
そ
こ
に
べ 

朝
に
な
っ
た
ら
、
殿
を
も
て
な
し
が
あ
り
ま
す
。 

 
 
 
 
 
 
 

み
な
城
に
来
て
下
さ
い
。
。 

殿
お
越
し
に
て
候
ふ
。
今
朝
①

ふ
る
ま
ひ
あ
り
。
出
仕
あ
れ
。」
と
ぞ
申
し 

 

け
る
。 

殿
が
来
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
き
ち
ん
と
身
づ
く
ろ
い
を
し
て
登
城
し
た
が
、 
 
 
 
 
 
 
 
 

客
の
姿
は
な
い
。 

お
の
お
の
慇
懃
に
出
で
立
ち
参
ら
る
る
に
、
客
と
て
は
な
し
。
出
で 

料
理
を
見
れ
ば 

た
る
膳
部
を
見
れ
ば
、
そ
こ
に
べ
の
汁
な
り
。
右
の
様
子
を
申
さ
れ
て
、 

 

大
笑
あ
り
し
。 

(

（
『
醒
酔
笑
』
に
よ
る) 

     

 

問
一 

①

ふ
る
ま
ひ
あ
り 

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
な
さ
い
。 

 

 

  

問
二 

本
文
の
内
容
を
ま
と
め
た
次
の
文
章
に
つ
い
て
、
あ
と
の
各
問
い
に
答
え
な
さ 

い
。 

 

宇
喜
田
直
家
か
ら
小
早
川
隆
景
の
も
と
に
、 

 

Ａ 
 

が
送
ら
れ
て
き
た
。
隆
景
は
、
侍
に
対
し
て
、
家
老
た 

ち
に
、
お
客
へ
も
て
な
し
を
す
る
か
ら
登
城
す
る
よ
う
に
伝
え
る
こ
と
を
命
じ
た
。
侍
の
従
者
か
ら
お
触
れ
を
聞 

い
た
家
老
た
ち
は
、
朝
、
き
ち
ん
と
身
づ
く
ろ
い
を
し
て
登
城
し
た
。
と
こ
ろ
が
出
て
き
た
の
は
「 

 

Ｂ 
 

」 

で
あ
っ
た
。
そ
の
場
に
集
ま
っ
た
者
た
ち
は
、
従
者
が 

 

Ｃ 
 

と
誤
解
し
た
の
だ
と
察
し
て
、
大
笑
い
し
た
。 

 

 

①  
 
 

Ａ 
 

、 
 

Ｂ 
 

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
古
文
中
か
ら
Ａ
は
八

字
、
Ｂ
は
六
字
で
そ
の
ま
ま
書
き
抜
き
な
さ
い
。 

 

 

     

②  
 
 

Ｃ 
 

に
あ
て
は
ま
る
内
容
を
、
二
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

 

   

 

A 

そ 

こ 

に 

べ 

と 

い 

ふ 

魚 

B 

そ 

こ 

に 

べ 

の 

汁 

魚 そ 
で こ 

は に 

な べ 

く と 

人 い 

の う 

名 名 

前 前 

 を 

ふ
る
ま
い
あ
り 

★ 

語
頭
以
外
を
変
え
る 

仮
名
を
直
さ 

な
い
こ
と
！！ 

(例)

)) 
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九 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

食
べ
物
を
探
し 

 

あ
る
川
の
ほ
と
り
に
、
牛
一
匹
、
こ
こ
か
し
こ
へ
ゑ
じ
き
を
求
め
歩
き 

か
え
る
が
そ
の
様
子
を
見
て
心
に
思
っ
た
こ
と
は 

は
べ
り
し
に
、
か
い
る
こ
れ
を
見
て
心
に
思
ふ
や
う
、「
わ
が
身
を
ふ
く
ら 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

牛
の
大
き
さ
く
ら
い 

し
な
ば
、
必
ず
も
や
あ
の
牛
の
せ
い
ほ
ど
な
り
な
ん
」
と
思
ひ
て
、
き
つ 

 

と
伸
び
あ
が
り
、
身
の
皮
を
ふ
く
ら
し
て
、
①

子
ど
も
に
む
か
つ
て
「
今
は 

こ
の
牛
の
大
き
さ
く
ら
い
に
な
っ
た
か 

こ
の
牛
の
せ
い
ほ
ど
に
な
り
け
る
や
」
と
た
づ
ね
け
れ
ば
、
子
ど
も
あ
ざ 

 
 
 
 

 
 

あ
な
た 

笑
ひ
て
い
は
く
、「
い
ま
だ
そ
の
く
ら
ゐ
な
し
。
は
ば
か
り
な
が
ら
、
御
辺 

 
 

牛
に
似
て
い
ま
せ
ん 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

野
菜
の
か
ぶ
の
形 

は
牛
に
似
た
り
た
ま
は
ず
。
ま
さ
し
く
か
ぶ
ら
の
な
り
に
こ
そ
見
え
は
べ 

 

り
け
れ
。
御
皮
の
縮
み
た
る
と
こ
ろ
は
べ
る
ほ
ど
に
、
い
ま
少
し
ふ
く
れ 

 

さ
せ
た
ま
は
ば
、
あ
の
牛
の
せ
い
に
な
り
た
ま
ひ
な
ん
」
と
申
し
け
れ
ば
、 

 

か
い
る
答
へ
て
申
す
や
う
「
②

そ
れ
こ
そ
い
と
い
と
や
す
き
こ
と
な
れ
」
と 

 

言
ひ
て
、
力
お
よ
び
え
い
や
つ
と
身
を
ふ
く
ら
し
け
れ
ば
、
思
ひ
の
外
に 

急
に 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

死
ん
で
し
ま
っ
た
。 

皮
に
わ
か
に
破
れ
て
、
腸
出
て
て
空
し
く
な
り
に
け
り
。 

自
分
の
身
に
不
相
応
な
能
力
や
地
位
を
望
む
人
は 

 

そ
の
ご
と
く
、
お
よ
ば
ざ
る
才
智
位
を
望
む
人
は
、
望
む
こ
と
を
得
ず
、 

 

つ
ひ
に
お
の
れ
が
思
ひ
ゆ
ゑ
に
、
か
へ
つ
て
わ
が
身
を
ほ
ろ
ぼ
す
こ
と
に 

 

あ
る
な
り
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
(

『
伊
曽
保
物
語
』
に
よ
る) 

問
一 

川
の
ほ
と
り
を
歩
い
て
い
る
牛
を
見
て
、
蛙
は
ど
う
思
っ
た
か
、
十
五
字
以
内
で

書
き
な
さ
い
。 

      問
二 

①

子
ど
も
に
む
か
つ
て 

と
あ
り
ま
す
が
、
「
子
ど
も
」
は
何
に
見
え
る
と
言
っ 

て
い
ま
す
か
。
古
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

    問
三 

②

そ
れ
こ
そ
い
と
い
と
や
す
き(

簡
単)

こ
と
な
れ 

と
あ
り
ま
す
が
、 

何
を
ど
の
よ
う
に
す
る
こ
と
が
「
や
す
き
」
こ
と
な
の
か
、
十
五
字
以
内
で
書
き
な

さ
い
。 

 

   

  

問
四 

蛙
が
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
は
、
作
者
は
な
ぜ
だ
と
言
っ
て
い
る
か
、
最
も
適
切
な

も
の
を
次
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
ア 
子
ど
も
に
か
ら
か
わ
れ
て
、
怒
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。 

イ 
身
の
程
を
わ
き
ま
え
ず
に
、
無
茶
な
行
動
を
と
っ
た
か
ら
。 

ウ 

物
事
の
限
度
を
知
ら
ず
に
、
調
子
に
乗
っ
た
か
ら
。 

エ 

蛙
は
ど
う
し
て
も
、
牛
に
は
な
れ
な
い
と
知
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。 

な 牛 

り の 

た よ 

い う 

 な 

 大 

 き 

 な 

 体 

 に 

か 

ぶ 

ら 

ま 身 

せ 体 

る を 

こ も 

と う 

が
簡
単
だ
と
言
っ
て
い
る
。 

少 

し 

ふ 

く 

ら ウ 

ヒ
ン
ト 

(例)

)) 

(例)

)) 

イ 

に
つ
い
て
、 

か
え
る
自
身
は
、「
簡
単
」
と
言
っ
て
お
り
、
無
茶
と
は
思
っ
て
い
な
い
。 
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十 

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

 
 
 
 

 
目
新
し
い 

 
め
づ
ら
し
と
言
ふ
べ
き
こ
と
に
は
あ
ら
ね
ど
、
文
こ
そ
な
ほ
め
で
た
き 

遠
く
離
れ
た
地
方 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

気
が
か
り
で 

も
の
に
は
。
は
る
か
な
る
世
界
に
あ
る
人
の
、
い
み
じ
く
お
ぼ
つ
か
な
く
、 

 
 

ど
う
し
て
い
る
の
だ
ろ
う 

い
か
な
ら
む
と
思
ふ
に
、
①

文
を
見
れ
ば
、
た
だ
い
さ
ま
し
向
か
ひ
た
る
や 

 

う
に
お
ぼ
ゆ
る
、
い
み
じ
き
こ
と
な
り
か
し
。
わ
が
思
ふ
こ
と
を
書
き
や 

 

り
つ
れ
ば
、
あ
し
こ
ま
で
も
行
き
着
か
ざ
る
ら
め
ど 

②

心
ゆ
く
こ
こ
ち
こ 

 

そ
す
れ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
(

『
枕
草
子
』
に
よ
る)

 

 

問
一 

本
文
中
に
あ
る
「
文
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中 

か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 

ア 

書
物 

イ 

手
紙 

ウ 

漢
詩 

エ 

学
問 

 

問
二 

め
で
た
き 

と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア

～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア 

美
し
い 

イ 

か
わ
い
ら
し
い 

ウ 

す
ば
ら
し
い 

エ 

有
名
な 

問
三 

①

文
を
見
れ
ば 

と
あ
り
ま
す
が
、「
文
」
を
見
る
時
、
作
者
は
ど
ん
な
気
持
ち
に

な
る
と
言
っ
て
い
る
の
か
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び

記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

相
手
の
気
持
ち
を
深
く
理
解
し
た
よ
う
な
気
持
ち 

イ 

今
す
ぐ
相
手
に
遭
い
た
く
な
る
よ
う
な
気
持
ち 

ウ 

も
う
相
手
に
合
わ
な
く
て
も
良
い
と
い
う
気
持
ち 

エ 

相
手
と
向
か
い
合
っ
て
い
る
よ
う
な
気
持
ち 

  

問
四 

②

心
ゆ
く
こ
こ
ち 

と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
か
、
最
も
適
切
な
も

の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア 

思
う
こ
と
が
通
じ
な
い
こ
と
に
対
す
る
不
安
な
気
持
ち 

イ 

手
紙
が
遅
れ
た
こ
と
に
対
す
る
す
ま
な
い
気
持
ち 

 

ウ 

長
い
手
紙
が
書
け
た
こ
と
に
対
す
る
誇
ら
し
い
気
持
ち 

 

エ 

思
う
こ
と
を
書
き
送
っ
た
こ
と
に
対
す
る
満
ち
足
り
た
気
持
ち 

   

 

イ ウ 

エ エ 
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★
基
本
の
古
文
単
語
★ 

意
味 

 
 
 
 
 
 
 

書
い
て
覚
え
よ
う 

 

１ 
 

や
が
て 

 
 
 

す
ぐ
に
・
そ
の
ま
ま 

 

２ 
 

う
つ
く
し 

 
 

か
わ
い
ら
し
い 

 

３ 
 

け
し
き 

 
 
 

様
子 

 

４ 
 

お
ど
ろ
く 

 
 

は
っ
と
気
づ
く
・
目
を
覚
ま
す 

 

５ 
 

お
と
な
し 

 
 

大
人
び
て
い
る 

 

６ 
 

あ
は
れ 

 
 
 

し
み
じ
み
と
し
た
趣
が
あ
る 

 

７ 
 

を
か
し 

 
 
 

風
情
が
あ
る
・
趣
が
あ
る 

 

８ 
 

あ
さ
ま
し 

 
 

驚
き
あ
き
れ
る 

 

９ 
 

の
の
し
る 

 
 

大
声
で
騒
ぐ 

 

１
０ 

あ
し
た 

 
 
 

朝
・
翌
朝 

 

１
１ 

あ
や
し 

 
 
 

不
思
議
だ 

 

１
２ 

あ
り
が
た
し 
 

め
っ
た
に
な
い
・
珍
し
い 

 

１
３ 

め
で
た
し 

 
 

す
ば
ら
し
い 

 

１
４ 

文(

ふ
み)  

 
 

 

手
紙
・
書
物 

 

１
５ 

と
し
ご
ろ 

 
 

 
 

長
い
間 

 

１
６ 

あ
か
ら
さ
ま
な
り 

ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と 

 

１
７ 

ゐ
る 

 
 

 
 
 

座
っ
て
い
る 

 

１
８ 

つ
ゆ 

 
 

 
 
 

全
く
～(

な
い) 

 

１
９ 

げ
に 

 
 

 
 
 

本
当
に 

 

２
０ 

と
く 

 
 

 
 
 

早
く 

 

２
１ 

は
た 

 
 

 
 
 

や
は
り 

 

２
２ 

つ
と
め
て 

 
 
 

早
朝 

 

２
３ 

つ
き
づ
き
し 

 
 

ふ
さ
わ
し
い 

 

２
４ 

さ
ら
な
り 

 
 
 

言
う
ま
で
も
な
い 

 

２
５ 

い
み
じ 

 
 
 
 

た
い
そ
う(

程
度
が
激
し
い
様
子) 

 

２
６ 

や
う
や
う 

 
 
 

だ
ん
だ
ん 

 
２
７ 

お
ぼ
ゆ 

 
 
 
 

思
わ
れ
る
・
感
じ
ら
れ
る 

 

２
８ 
心
憂
し 

 
 
 
 

つ
ら
い
・
な
さ
け
な
い 

 

２
９ 

よ
ろ
づ 

 
 
 
 

色
々
な 
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十
一 

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

 
若
狭
の
国
の
早
瀬
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
名
前
を
「
糸
」
と
い
う
貧
し
い
女
性
が
住
ん
で
い
ま
し
た
。
年
老
い
た
父
に
お
仕
え
し
て

い
る
様
子
が
誠
実
で
、
す
ば
ら
し
い
気
立
て
で
し
た
。
雨
風
が
吹
き
荒
れ
る
冬
、
漁
師
た
ち
も
漁
の
仕
事
が
で
き
な
く
て
、
み
な

が
つ
ら
く
思
っ
て
い
る
日
が
あ
り
ま
し
た
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七
日
ほ
ど
の
あ
い
だ
も 

そ
の
翁
、
「
真
魚

ま

な

の
い
と
よ
き
を
食
べ
む
」
と
言
ひ
だ
し
け
る
に
、
七
日
ば
か
り
も
日 

海
が
荒
れ
て
お
り
ま
し
た
の
で
、 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

手
に
入
れ
る
方
法
も
な
い 

し
け
て
は
べ
る
に
、
真
魚
と
て
こ
れ
ら
の
海
辺
に
は
い
づ
べ
に
行
き
て
得
む
か
た
も
あ
ら 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

女
は
な
ん
と
し
て
で
も
生
き
の
い
い
魚
を
手
に
入
れ
た
い
と
祈
っ
て
い
た 

ず
。
天
地

あ
め
つ
ち

の
神
に
祈
る
の
み
、
い
か
に
も
真
魚
を
ば
得
て
し
が
な
と
祈
り
け
る
に
、
①
し 

 

る
し
に
も
あ
ら
ず
。
さ
ま
れ
海
岬
を
立
ち
歩
き
て
見
む
に
、
波
に
打
ち
寄
せ
ら
れ
て
は
べ 

 

る
な
ど
も
な
か
ら
ま
し
や
と
思
ひ
つ
き
ぬ
れ
ば
、
い
と
寒
き
朝
風
に
吹
か
れ
行
き
見
け
れ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

全
く
魚
が
手
に
入
ら
な
い
の
は
、
私
の
心
が
汚
れ
て
お
り
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

神
様
が

ど
、
さ
る
も
の
も
得
は
べ
ら
ず
。
「
こ
は
我
が
心
の
き
た
な
く
は
べ
る
に
よ
り
て
、
神
の 

願
い
を
聞
い
て
下
さ
ら
な
い
の
だ 

申
す
こ
と
を
き
こ
し
め
さ
ぬ
な
り
。
今
は
せ
む
す
べ
な
け
れ
ば
、
い
か
に
も
翁
を
言
ひ
な 

 

ぐ
さ
め
て
、
空
の
け
し
き
海
の
心
の
な
ほ
り
た
ま
は
む
ま
で
は
、
と
も
か
う
も
、
も
の
作 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

父
は
大
声
で
わ
め
き
ち
ら
し
て 

り
て
ま
ゐ
ら
せ
む
。
」
と
思
ひ
し
か
ば
、
泣
く
泣
く
家
に
帰
れ
ば
、
翁
は
の
り
さ
け
び
て
、 

 
 
 
 

生
き
の
い
い
魚
が
食
べ
た
い
。 
 

食
べ
た
い
。  

「
真
魚
食
は
む
。
真
魚
食
は
む
。
」
と
ぞ
②
泣
き
を
り
け
る
。
糸
、「
た
だ
今
、
漁
夫
ど
も
、 

舟
を
多
く
出
し
て
釣
り
を
は
じ
め
て
お
り
、 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

風
が
や
み
波
も
穏
や
か
に
な
っ
た
こ
の
夕
な
ぎ
に 

 
 

 

き
っ
と
た
く
さ
ん
の
魚
を
手
に 

舟
多
く
し
た
て
て
釣
り
に
出
て
は
べ
れ
ば
、
こ
の
夕
な
ぎ
に
の
り
て
は
、
さ
は
に
魚
を
得 

  

い
れ
て
、
帰
っ
て
き
て
く
れ
ま
す 

て
帰
り
な
む
。
時
も
移
り
ぬ
る
に
、
朝
食

あ

さ

げ

は
心
よ
く
ま
ゐ
り
て
待
た
せ
た
ま
へ
。
よ
き
も 

 

の
を
作
り
て
さ
む
ら
ふ
。
」
と
て
、
干
し
魚
な
ど
を
よ
き
さ
ま
に
作
り
て
す
す
め
け
れ
ば
、 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

で
は
、
夕
食
に
は
、 

 
 

 
 

必
ず 

 
 
 
 

 

生
き
の
い
い
魚
を
食
べ
さ
せ
ろ
。 

「
さ
ら
ば
、
夕
食

ゆ

ふ

げ

に
は
、
た
が
は
で
、
真
魚
を
食
べ
さ
せ
よ
。
」
と
て
、
朝
食
は
食
ひ
た 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

翁
が
食
べ
る
姿
を
見
て 

 
 
 

 
 

 

と
て
も
う
れ
し
く
思
っ
て
い
た 

り
。
糸
、
翁
食
ふ
姿
見
て
、
③
い
と
う
れ
し
く
思
ひ
て
居
立
ち
て
は
べ
り
け
り
。 

 
 

(

そ
の
時)

鳶
が
上
空
に
あ
ら
わ
れ
、 

鳶と
び

の
か
け
り
き
て
、
何
に
か
あ
ら
む
目
の
前
に
落
と
し
た
る
に
、
見
れ
ば
魚
の
い
ま
だ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

勢
い
よ
く
は
ね
て
い
る
の
で
あ
る 

生
き
て
あ
る
が
を
ど
り
め
ぐ
る
な
り
。
い
と
う
れ
し
く
て
、
捕
え
て
み
れ
ば
、
二
尺
ば
か 

 

り
な
る
鰤
子

ぶ

り

こ

と
い
ふ
真
魚
な
り
け
る
。
た
だ
た
だ
夢
の
さ
ま
に
思
ひ
な
り
て
、
そ
を
持
ち 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

父
に
食
べ
さ
す
と
、 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

た
い
へ
ん
喜
ん
だ
の
だ
っ
た 

き
て
煮
も
し
焼
き
も
し
て
ま
ゐ
ら
せ
け
れ
ば
、
翁
は
限
り
な
く
よ
ろ
こ
び
て
け
り
。 

 

(

『
折
々
草
』
に
よ
る) 
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問
一 

な
ほ
り
た
ま
は
む
ま
で
は 

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
を
「
現
代
仮
名
遣
い
」 

に
直
し
な
さ
い
。 

 

 

 

問
二 

①
し
る
し
に
も
あ
ら
ず 

と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
十
字
以
内 

で
書
き
な
さ
い
。 

    

 

問
三 

②
泣
き
を
り
け
る 

と
あ
り
ま
す
が
、
翁
が
泣
い
た
理
由
を
十
五
字
以
内
で
書 

き
な
さ
い
。 

      

問
四 

③
い
と
う
れ
し
く
思
ひ
て 

と
あ
り
ま
す
が
、
糸
が
喜
ん
だ
理
由
と
し
て
適
切 

な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 

ア 

海
が
荒
れ
て
い
る
こ
と
を
理
解
し
、
翁
が
真
魚
を
あ
き
ら
め
て
く
れ
た
か
ら
。 

イ 

翁
の
た
め
に
作
っ
た
朝
食
が
、
思
っ
た
以
上
に
お
い
し
か
っ
た
か
ら
。 

ウ 

翁
が
糸
の
言
う
こ
と
を
聞
き
入
れ
て
、
朝
食
を
食
べ
て
く
れ
た
か
ら
。 

エ 

鳶
が
落
と
し
た
真
魚
を
使
っ
て
、
翁
を
喜
ば
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
。 

   

問
五 

こ
の
文
章
の
内
容
に
合
っ
て
い
な
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
す
べ
て 

選
び
な
さ
い
。 

 

ア 

悪
天
候
の
中
、
漁
師
に
無
理
を
言
っ
て
漁
に
出
て
く
れ
る
よ
う
た
の
ん
だ
「
糸
」

は
、
分
け
て
も
ら
っ
た
「
真
魚
」
を
煮
た
り
焼
い
た
り
し
て
、
食
べ
さ
せ
る
こ
と

で
翁
を
喜
ば
せ
た
。 

 

イ 

真
魚
を
食
べ
た
が
る
翁
に
思
い
や
り
の
心
で
接
し
続
け
、
天
地
の
神
へ
の
信
仰
を 

忘
れ
な
か
っ
た
「
糸
」
は
、
そ
の
望
み
ど
お
り
「
翁
」
に
真
魚
を
食
べ
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
。 

 

ウ 

「
翁
」
が
真
魚
を
食
べ
た
い
と
わ
め
き
ち
ら
し
て
い
る
こ
と
に
手
を
焼
い
た
糸
は
、 

×

夢
の
中
で
、
鳶
か
ら
も
ら
っ
た
真
魚
を
調
理
す
る
こ
と
で
、
翁
を
喜
ば
せ
る
こ
と 

に
成
功
し
た
。 

 

エ 

糸
は
翁
を
思
っ
て
天
地
の
神
に
祈
願
し
た
こ
と
で
真
魚
を
手
に
入
れ
た
が
、
う
っ

か
り
落
と
し
て
し
ま
い
、
上
空
か
ら
そ
こ
に
勢
い
よ
く
飛
ん
で
き
た
鳶
に
食
べ
ら

て
し
ま
っ
た
。 

  

 

         

真 

魚 

を 
手 

に 

入 

れ 

る 
 

 

れ 生 

な き 

い の 

か よ 

ら い 

 

魚 

が 

食 

べ 

ら ウ 

ア
，
ウ
，
エ 

な
お
り
た
ま
わ
ん
ま
で
は 

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。 

文
末 

 

～
か
ら 

こ
の
後
の
話 
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十
二 

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

  
 
 
 
 
 
 
 

 

狩
り
に
お
い
で
に
な
ら
れ
た
時
に 

水
戸
中
納
言
殿
、
狩
り
に
出
で
た
ま
ひ
し
に
、
あ
る
男
、
年
老
い
た
る
女
を
負
ひ
て
、 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

そ
の
男 

道
の
あ
た
り
に
休
み
を
り
た
る
を
、
「
い
か
な
る
者
ぞ
」
と
問
は
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば
、
知 

を
知
っ
て
い
る
者
が
あ
っ
て 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

母
を
背
負
っ
て
、
中
納
言
殿
が
狩
り
を
し
て
い
る
様
子 

れ
る
者
あ
り
て
、
「
彼
は
人
に
知
ら
れ
た
る
孝
行
の
者
に
て
、
母
負
ひ
て
御
狩
り
の
様
を 

拝
見
し
て
い
る
の
で
ご
ざ
い
ま
す 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

米
や
お
金
を 

拝
し
候
ふ
な
り
。
」
と
言
ふ
。
中
納
言
殿
、
お
ほ
き
に
感
じ
た
ま
ひ
米
銭
な
む
あ
ま
た 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

同
じ
よ
う
に
母
を
背
負
う
者 

た
ま
は
り
け
る
。
そ
の
の
ち
、
ま
た
、
あ
る
所
に
て
、
同
じ
様
な
る
者
に
行
き
会
ひ
て
問 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

あ
る
と
こ
ろ
へ
行
く
こ
と
を
申
し
上
げ
る 

は
せ
た
ま
へ
ば
、
母
負
ひ
て
、
も
の
へ
行
く
由
を
申
す
。
従
者
こ
れ
を
怪
し
が
り
て
、
彼 

 
 
 

以
前
の
親
子
の
話
を
聞
き
つ
け
て 

は
先
の
こ
と
を
聞
き
、
そ
れ
に
似
せ
て
物
た
ま
ふ
ら
む
と
す
る
か
と
さ
さ
や
き
け
れ
ば
、 

 

中
納
言
殿
う
ち
笑
ひ
て
、
「
孝
子
を
ま
ね
る
は
、
孝
子
の
た
ぐ
ひ
な
り
。
良
き
こ
と
の
ま 

 

ね
す
る
や
つ
か
な
。
」
と
て
、
先
の
度
に
か
は
ら
ず
、
米
銭
を
た
ま
は
り
け
り
。 

 

(

『
御
伽
草
子
』
に
よ
る) 

        

問
一 

問
は
せ
た
ま
ひ
け
れ
ば 

を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
な
さ
い
。
但
し
、
全
て
平
仮

名
に
な
お
す
こ
と
。 

 

 

 

問
二 

言
ふ 

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
主
語
を
四
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

 

 

 

問
三 

あ
ま
た 

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
の
意
味
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
そ
の
記
号
を
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

余
り 

イ 

貴
重
な 

ウ 

た
く
さ
ん 

 
 

エ 

少
な
い 

 

問
四 

同
じ
様
な
る
者 

と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
点
が
同
じ
な
の
か
、
最
も
適
切 

な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
答
え
な
さ
い
。 

 

ア 

村
人
に
慕
わ
れ
て
い
る
点 

イ 

狩
り
の
様
子
を
見
物
し
て
い
る
点 

ウ 

水
戸
中
納
言
の
知
人
で
あ
る
点 

エ 

老
女
を
背
負
っ
て
い
る
点 

     

ウ エ 

知
れ
る
者 

と
わ
せ
た
ま
い
け
れ
ば 

ポ
イ
ン
ト 
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十
三 

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

  

太
政
大
臣
で
あ
る
藤
原
宗
輔
は
、
た
く
さ
ん
の
蜂
を
飼
い
、
蜂
を
自
由
に
扱
う
こ
と
が
で
き
る
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
の
た

め
世
間
の
人
々
は
、
宗
輔
の
こ
と
を
「
蜂
飼
い
の
大
臣
」
と
呼
ぶ
ほ
ど
で
あ
っ
た
。 

  
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

世
間
の
人
は
、 

 

役
に
立
た
な
い
こ
と
だ 

宗
輔
の
蜂
を
飼
ひ
た
ま
ふ
を
、
世
人
、「
無
益
の
こ
と
。」
と
い
ひ
け
る
ほ
ど
に
、
五
月 

上
皇
の
離
宮 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

上
皇
の
目
の
前
に
蜂
が
飛
び
散
っ
た
の
で
、 

の
こ
ろ
、
鳥
羽
殿
に
て
、
蜂
の
巣
に
は
か
に
落
ち
て
、
御
前
に
飛
び
散
り
た
り
け
れ
ば
、 

 

人
々
、
刺
さ
れ
じ
と
て
、
逃
げ
さ
わ
ぎ
け
る
に
、
宗
輔
、
御
前
に
あ
り
け
る
枇
杷

び

わ

を
一
房 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

指
先
に
は
め
る
琴
爪
と
い
う
道
具
を
使
っ
て 

取
り
て
、
琴
爪
に
て
皮
を
む
き
て
、
さ
し
上
げ
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
あ
る
か
ぎ
り
取
り 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

使
い
の
者
を
お
呼
び
に
な
っ
て 

 
 

そ
っ
と
そ
の
枇
杷
を
お
渡
し
に
な
っ
た
と
こ
ろ 

 
 
 
 

上
皇
は 

つ
き
て
、
散
ら
ざ
り
け
れ
ば
、
供
人
を
召
し
て
、
や
を
ら
た
び
た
り
け
れ
ば
、
院
は 

 
 

運
の
い
い
こ
と
に
、 

 
 
 
 

宗
輔
が
い
て
く
れ
て
よ
か
っ
た 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

と
て
も
感
心
な
さ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る 

「
か
し
こ
く
ぞ
、
宗
輔
が
候
ひ
て
。
」
と
仰
せ
ら
れ
て
、
御
感
あ
り
け
り
。 

 

(

『
十
訓
抄
』
に
よ
る) 

           

問
一 

に
は
か
に
落
ち
て
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
、
ひ
ら

が
な
で
書
き
な
さ
い
。 

  

 

 

問
二 

蜂
の
巣
が
落
ち
た
時
の
「
そ
の
場
に
い
あ
わ
せ
た
人
々
」
の
反
応
を
二
十
字
以
内 

で
説
明
し
な
さ
い
。 

      

問
三 

本
文
全
体
を
通
し
て
、
上
皇
が
宗
輔
に
感
心
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
。
次
の
ア 

 
 

～
エ
の
中
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
な
さ
い
。 

 

ア 

枇
杷
の
皮
を
琴
爪
で
む
い
た
り
、
枇
杷
に
集
め
た
蜂
を
そ
っ
と
供
人
に
渡
し
た

り
す
る
し
ぐ
さ
が
優
雅
で
あ
っ
た
か
ら
。 

 

イ 

蜂
の
巣
が
落
ち
、
人
々
が
騒
い
で
い
た
時
に
、
た
だ
一
人
枇
杷
の
実
を
か
じ
り
、

状
況
を
眺
め
て
い
る
し
ぐ
さ
に
風
情
を
感
じ
た
か
ら
。 

 

ウ 

供
人
の
手
の
平
に
そ
っ
と
蜂
の
巣
を
置
く
と
い
う
そ
の
し
ぐ
さ
が
な
ん
と
も

言
え
な
い
無
常
観
を
漂
わ
せ
て
い
た
か
ら
。 

 
エ 
蜂
の
巣
が
落
ち
た
時
、
御
前
に
あ
っ
た
枇
杷
の
実
を
上
手
く
使
い
、
蜂
を
集
め
、

う
ま
く
騒
ぎ
を
沈
め
た
か
ら
。 

  

わ 刺 

い さ 

で れ 

い な 

た い 

 よ 

 う 

 逃 

 げ 

 さ エ 

に
わ
か
に
お
ち
て 

(例)

)) 
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★
読
解
に
役
立
つ
古
文
の
言
葉
★ 

 

一
、
指
示
語
・
・
文
章
の
中
で
登
場
し
た
ら
、
前
の
内
容
を
指
し
て
い
る
。 

   

か
か
る
・
・
・
こ
の
よ
う
な 

  

か
く 

・
・
・
こ
の
よ
う
に 

  

さ 
 

・
・
・
そ
う
・
そ
の
よ
う
に 

 

さ
る 

・
・
・
そ
ん
な
・
そ
の
よ
う
な 

 

二
、
現
代
語
訳
に
す
る
問
題
の
時
に
役
立
つ
よ
。 

  

～
な
り 

・
・
・ 

～
で
あ
る 

  

～
け
り 

・
・
・ 

～
た(

過
去)

・
～
だ
な
あ(

和
歌
や
会
話
の
時) 

  

～
た
り 

・
・
・ 

～
た 

 
(

動
作
や
状
態
の
完
了) 

 

・
・
・ 

～
て
い
る(

動
作
や
状
態
の
継
続) 

  

～
ぬ 

 

・
・
・ 

～
た(

完
了) 

  

～
む 

 

・
・
・ 

～
だ
ろ
う(

推
量)

・
～
し
よ
う(

意
志) 

  

～
ず 

 

・
・
・ 

～
な
い(

打
消) 

  

三
、
主
題
を
解
答
す
る
問
題
の
パ
タ
ー
ン 

(

最
後
の
設
問
に
多
い) 

 

◇
読
み
取
る
箇
所
は
こ
こ
だ
◇ 

 

文
章
の
種
類 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

主
題
の
表
れ
方 

  
 
 

物
語
文 

 
 
→

 
 

登
場
人
物
の
心
情 
  

 

随
筆 

 
 

 
→

 
 

作
者
の
考
え 

 

説
話 

 
 

 
→

 
 

教
訓 

  
 

笑
い
話 

 
 
→

 
 

お
も
し
ろ
い
点 

   

※ 

文
章
の
後
半
に
「
主
題
」
は
語
ら
れ
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
ま
と
め
る
よ
う
な
内
容
の
箇
所
を
探
す
と
正
解
に
た
ど
り
つ
き
や
す
い
で
す
。 

 

四
、
主
語
を
問
う
パ
タ
ー
ン
の
問
題
の
対
応 

 

※
絶
対
で
は
な
い
け
ど
、
知
っ
て
い
る
と
便
利
だ
よ
。 

 

① 

主
語
同
一
パ
タ
ー
ン 

Ａ
・
・
・
・
・
・
て
・
で
、(

Ａ)

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
。 

  
例 

○私
は
ご
飯
を
食
べ

○て
、
顔
を
洗
っ

○て
、
歯
を
磨
い

○て
、
学
校
に
行
っ
た
。 

 

② 

主
語
変
更
パ
タ
ー
ン 

 

○Ａ
・
・
・
・
・
・
を
・
に
・
が
・
ど
・
ば
、

○Ｂ
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
。 

 

例 

○私
は
ご
飯
を
食
べ
ま
し
た

○が
、 

 
 

○弟
は
食
べ
ま
せ
ん
で
し
た
。 
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★
枕
詞
で
覚
え
る
文
学
史
★ 

 

★
和
歌
集(
左
の
三
つ
は
、
三
大
和
歌
集) 

①
現
存
す
る
最
古
の
和
歌
集
と
き
た
ら 

 

②
最
初
の
勅
撰(
天
皇
の
命
令)

和
歌
集
と
き
た
ら 

 

③
鎌
倉
時
代
成
立
・
八
番
目
の
勅
撰(

天
皇
の
命
令)

和
歌
集
と
き
た
ら 

 

★
物
語 

④
現
存
す
る
最
古
の
物
語
と
き
た
ら 

 

⑤
歌
物
語
・
「
昔
、
男
あ
り
け
り
」・
在
原
業
平
と
き
た
ら 

 

⑥
紫
式
部
・
「
も
の
の
あ
は
れ
」
・
平
安
時
代
と
き
た
ら 

 

⑦
軍
記
物
・
琵
琶
法
師
・
鎌
倉
時
代
と
き
た
ら 

 

★
随
筆(

左
の
三
つ
は
、
三
大
随
筆) 

⑧
清
少
納
言
・
「
を
か
し
」
・
鋭
い
感
性
・
平
安
時
代
と
き
た
ら 

 

⑨
鴨
長
明
・
鎌
倉
初
期
・
無
常
観
と
き
た
ら 

 

⑩
兼
好
法
師
・
鎌
倉
末
期
・
無
常
観
と
き
た
ら 

  

★
そ
の
他 

⑪
江
戸
時
代
・
紀
行
文
・
松
尾
芭
蕉
と
き
た
ら 

  

漢
字 

 
 

 
 

 

読
み
方 

  

①
万
葉
集 

 
 
 

 
 

  
 

ま
ん 

よ
う 

し
ゅ
う 

 

②
古
今
和
歌
集 

 
 

 

こ
き
ん 

わ
か
し
ゅ
う 

 

③
新
古
今
和
歌
集 

 
 

し
ん 

こ
き
ん 

わ
か
し
ゅ
う 

  

④
竹
取
物
語 

 
 
 
 

 
 

た
け
と
り 

も
の
が
た
り 

 

⑤
伊
勢
物
語 

 
 

 
 

い
せ 

も
の
が
た
り 

 

⑥
源
氏
物
語 

 
 

 
 

げ
ん
じ 

も
の
が
た
り 

 

⑦
平
家
物
語 

 
 

 
 

へ
い
け 

も
の
が
た
り 

  

⑧
枕
草
子 

 
 

 
 

 

ま
ん 

よ
う 

し
ゅ
う 

 

⑨
方
丈
記 

 
 

 
 

 

ほ
う 

じ
ょ
う 

き 
 

⑩
徒
然
草 

 
 

 
 

 

つ
れ 

づ
れ 

ぐ
さ 

   

⑪
お
く
の
ほ
そ
道 

 
 

お
く
の 

ほ
そ 

み
ち 
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★
指
示
語
が
関
わ
っ
て
く
る
古
文
の
演
習
を
し
ま
す
★ 

 

 

か
か
る
・
・
・
こ
の
よ
う
な 

 
 

か
く 

・
・
・
こ
の
よ
う
に 

 
 

さ 
 

・
・
・
そ
う
・
そ
の
よ
う
に 

 

さ
る 

・
・
・
そ
ん
な
・
そ
の
よ
う
な 

  
 Ⅰ

、
指
示
語
の
直
前
部
分
に
さ
か
の
ぼ
る
。 

 

Ⅱ
、
指
示
内
容
が
発
見
で
き
な
け
れ
ば
、
直
後
か
ら
探
す
。 

 

 

古
文
も
現
代
文
と
同
じ
よ
う
な
手
順
で
い
き
ま
す
。
ま
た
、
古
文
は
、
現
代 

 

語
訳
が
載
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
指
示
語
も
追
い
や
す
い
で
す
。
落
ち
着
い
て
、「
現 

 

代
語
訳
」
を
読
む
だ
け
で
も
、
あ
ら
す
じ
や
指
示
語
も
特
定
で
き
ま
す
。
深
い
読
解
は
、 

 

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
高
校
に
入
学
し
て
か
ら
深
い
読
解
は
た
く
さ
ん
や
り
ま
す
の
で
、 

 

公
立
高
校
の
入
試
レ
ベ
ル
で
あ
れ
ば
、
「
広
く
浅
く
」
が
重
要
で
す
。
や
ろ 

 

う
と
思
え
ば
、
三
～
五
分
以
内
で
「
古
文
は
解
き
終
わ
り
ま
す
」
。 

  

確
認 

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

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

や
は
り
思
い
悩
む
様
子 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

① 

か
ぐ
や
姫
の
在
る
と
こ
ろ
に
い
た
り
て
、
見
れ
ば
、
な
ほ
物
思
へ
る
気
色
な
り
。
こ
れ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

私
の
大
切
な
人
よ
。
何
を
思
い
悩
ん
で
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。
思
っ
て
い
る
こ
と
は 

 
 

 
 
 

 

何
で
す
か 

を
見
て
、「
あ
が
仏
、
何
事
思
ひ
た
ま
ふ
ぞ
。
思
す
ら
む
こ
と
、
何
事
ぞ
」
と
言
え
ば
、 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

月
な
ん
て
み
な
さ
る
な
。 

「
思
ふ
こ
と
も
な
し
。
物
な
む
心
細
く
お
ぼ
ゆ
る
」
と
言
へ
ば
、
翁
、
「
月
な
見
た
ま 

 
 
 
 

 
 
 

② 

ひ
そ
。
こ
れ
を
見
た
ま
へ
ば
、
物
思
す
気
色
は
あ
る
ぞ
。
」
と
言
へ
ば
、「
い
か
で
月
を 

 

見
で
は
あ
ら
む
。
」
と
て
、
な
お
月
い
づ
れ
ば
、
い
で
ゐ
つ
つ
嘆
き
思
へ
り
。 

  

問
一 

①
こ
れ
は
誰
が
何
を
し
て
い
る
様
子
か
書
き
な
さ
い
。 

  
 

 
  

問
二 

②
こ
れ
は
何
を
指
し
て
い
る
か
、
古
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

  
 

 
 

★
重
要
古
文
単
語
★ 

 
な
ほ 

・
・ 

や
は
り 

 
 

な
～
そ
・
・ 

禁
止
を
表
す
表
現 

※ 

本
文
後
ろ
か
ら
三
行
目
の
下
。 

月
な
見
た
ま
ひ
そ
。【
月
を
見
る
な
】 

月 

か
ぐ
や
姫
が
思
い
悩
む
様
子 
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十
四 

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

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

礼
服 

 

あ
る
人
正
月
の
支
度
と
て
、
麻
裃
を
新
し
く
作
り
置
き
け
る
を
、
ね
ず
み
肩
を
食
ひ
破 

 

り
し
を
、
妻
な
ど
は
心
に
か
け
て
、
そ
の
家
臣
な
ど
は
怒
り
の
の
し
り
、
「
憎
き
ね
ず
み 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

集
ま
っ
て
騒
ぎ
立
て
て
い
た
の
を 

の
仕
業
か
な
。
ね
ず
み
狩
り
せ
む
。
」
と
、
ひ
し
め
き
け
る
を
、
主
か
た
く
制
し
て
、「
ね 

 

ず
み
は
糊
あ
る
も
の
を
食
ひ
が
ち
な
り
。
食
事
を
あ
て
が
は
ざ
る
ゆ
ゑ
、
か
か
る
こ
と
も 

 

な
し
な
む
。
さ
ら
に
心
に
か
く
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず
。
今
よ
り
食
事
与
へ
よ
。
」
と
強 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

決
し
て 

く
申
し
つ
け
、「
ゆ
め
ゆ
め
ね
ず
み
狩
り
な
ど
す
ま
じ
。」
と
か
た
く
申
し
つ
け
た
り
。
か 

 

か
る
男
な
る
ゆ
ゑ
や
、
ほ
ど
な
く
仕
合
せ
も
よ
ろ
し
く
、
ま
た
ね
ず
み
も
か
か
る
悪
事
、 

 

後
々
は
な
さ
ざ
り
し
と
や
。 

 

(

『
耳
嚢
』
に
よ
る) 

          

 

問
一 

あ
て
が
は
ざ
る
ゆ
ゑ 

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
な 

さ
い
。 

 
 

 
 

 

問
二 

か
か
る
こ
と 

と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
二
十
字
以 

内
で
説
明
し
な
さ
い
。 

  
 

    

問
三 

さ
ら
に
心
に
か
く
べ
き
こ
と
に
あ
ら
ず 

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
の
意
味 

と
し
て
、
最
も
適
切
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 

 

ア 

も
う
一
度
こ
ら
し
め
な
さ
い 

イ 

決
し
て
覚
え
て
お
く
必
要
は
な
い 

ウ 

全
く
気
に
す
る
べ
き
こ
と
で
は
な
い 

エ 

一
層
の
用
心
が
必
要
で
あ
る 

 

問
四 

こ
の
文
章
の
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選 

び
な
さ
い
。 

 ア 
あ
る
人(

主)

は
、
家
臣
の
訴
え
を
ユ
ー
モ
ア
で
答
え
、
家
臣
を
安
心
さ
せ
た 

イ 
あ
る
人(

主)

は
、
妻
の
忠
告
を
受
け
入
れ
、
ね
ず
み
を
飢
え
か
ら
救
っ
た 

ウ 

あ
る
人(

主)

は
、
優
れ
た
判
断
で
ね
ず
み
狩
り
を
し
、
家
臣
の
怒
り
を
抑
え
た 

エ 

あ
る
人(
主)

は
、
思
い
や
り
の
心
で
ね
ず
み
を
対
処
し
、
そ
の
場
を
収
め
た 

 

肩 ね 

を ず 

食 み 

い が 

破 新 

っ し 

た い 

こ 礼 

と 服 

 の 

ウ エ 

あ
て
が
わ
ざ
る
ゆ
え 

 

＝ 

(例)

)) 
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十
五 

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

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

時
頼
を
お
招
き
な
さ
る
こ
と 

 

相
模
守

さ
が
み
の
か
み

時
頼
の
母
は
、
松
下
禅
尼
と
ぞ
申
し
け
る
。
守
を
入
れ
申
さ
る
る
事
あ
り
け
る 

 

に
、
禅
尼
み
づ
か
ら
、
明
り
障
子
の
破
れ
ば
か
り
を
、
小
刀
し
て
切
り
ま
は
し
つ
つ
張
ら 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

そ
の
日
の
世
話
を
し
て
控
え
て
い
た
が 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

そ
の
仕
事
は
こ
ち
ら
に
頂
い
て 

れ
け
れ
ば
、
兄
の
義
景
、
そ
の
ひ
の
け
い
め
い
し
て
候
ひ
け
る
が
、「
給
は
り
て
、
な
に 

 
 
 
 

 

召
使
い
の
男
に
張
ら
せ
ま
し
ょ
う 

が
し
男
に
張
ら
せ
候
は
ん
。
さ
よ
う
の
事
に
心
得
た
る
者
に
候
ふ
。
」
と
申
さ
れ
け
れ
ば
、 

 
 

そ
の
男
の
召
使
い
の
細
工
が
、
私
、
尼
の
細
工
に
ま
さ
か
優
れ
て
い
る
と
は
ご
ざ
い
ま
す
ま
い 

「
そ
の
男
、
尼
が
細
工
に
よ
も
ま
さ
り
侍
ら
じ
。
」
と
て
、
な
ほ
一
間
づ
つ
張
ら
れ
け
れ 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

一
度
に
全
部
を
張
り
替
え
ま
す
ほ
う
が
、
は
る
か
に
簡
単
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。 

る
を
、
義
景
、「
皆
を
は
り
か
へ
候
は
ん
は
、
は
る
か
に
た
や
す
く
候
ふ
べ
し
。
ま
だ
ら 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
わ
た
し
も
、 

後
で
、 

 
 

さ
っ
ぱ
り
と 

 
 

 
 

張 

に
候
ふ
も
見
苦
し
く
や
。
」
と
重
ね
て
申
さ
れ
け
れ
ば
、「
尼
も
、
後
は
、
さ
は
さ
は
と
張 

り
替
え
よ
う
と
思
う
け
れ
ど
も 

り
か
へ
ん
と
思
へ
ど
も
、
今
日
ば
か
り
は
、
わ
ざ
と
、
か
く
て
あ
る
べ
き
な
り
。
物
は
破 

 

れ
た
る
所
ば
か
り
を
修
理
し
て
用
ゐ
る
事
ぞ
と
、
若
き
人
に
見
な
ら
は
せ
て
心
づ
け
ん
た 

 

め
な
り
。
」
と
さ
れ
け
る
、
い
と
あ
り
が
た
か
り
け
り
。 

 

(

『
徒
然
草
』
に
よ
る)

 

      

問
一 

切
り
ま
は
し
つ
つ 

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
な
さ 

 

 
 

い
。
但
し
、
全
て
ひ
ら
が
な
で
書
く
こ
と
。 

  
 

 

 

問
二 

さ
よ
う
の
事 

と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
。
十
五
字
以
内
で
書
き

な
さ
い
。 

     

問
三 

張
ら
れ
け
れ
る 

の
主
語
を
書
き
抜
き
な
さ
い
。 

  
 

 

 

問
四 

「
今
日
ば
か
り
は
、
わ
ざ
と
、
か
く
て
あ
る
べ
き
な
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
禅
尼 

 
 

は
「
わ
ざ
と
、
こ
う
し
て
お
く
」
と
い
う
こ
と
で
、
「
若
い
時
頼
」
に
何
を
気
付
か 

せ
た
い
と
話
し
て
い
る
か
、
三
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

           
松
下
禅
尼 

き
り
ま
わ
し
つ
つ 

る 障 

こ 子 

と の 

 破 

 れ 

 を 

 貼 

 り 

 替 

 え 

 

時
頼
の
母 

 
 

で
も
可 

尼 

 い ろ 物 

 る だ は 

 も け こ 

 の を わ 

 だ 、 れ 

 と 整 て 

 い 理 い 

 う し る 

 こ て と 

 と 用 こ 
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入
試
★
『
徒
然
草
』
で
気
を
つ
け
る
こ
と 

             

一
、 

面
白
い
話
や
何
気
な
い
出
来
事
の
話
で
あ
っ
て
も
、
教
訓
を
述
べ
る
こ
と
が
あ 

る
の
で
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
っ
た
直
後
の
教
訓
を
つ
か
む
こ
と
。 

 

二
、 

教
訓
は
、
文
章
の
最
初
か
最
後
に
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
入
試
に
照 

ら
し
合
わ
せ
る
と
、
最
後
の
問
い
の
記
述
に
出
題
さ
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。 

 

三
、 

作
者
で
あ
る
兼
好
法
師
が
、
本
文
中
で
感
想
を
述
べ
る
場
合
が
あ
る
の
で
、
埼 

玉
県
入
試
に
よ
く
出
題
さ
れ
る
「
主
語
」
を
解
答
さ
せ
る
問
題
の
際
に
注
意
。 

 

四
、 

冒
頭
の
重
要
古
文
単
語
は
他
の
文
章
で
も
出
題
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。 

  
 
 

つ
れ
づ
れ
な
り 

＝ 

退
屈
だ 

・ 

ひ
ま
だ 

   

古
文
の
お
わ
り
に 

 

「
伝
統
や
文
化
」
に
関
す
る
教
育
の
充
実
が
学
習
指
導
要
領
で
な
さ
れ
て
か
ら
、
出
題 

 

の
傾
向
が
変
わ
り
ま
し
た
。
入
試
で
「
漢
文
」
が
出
題
さ
れ
た
り
、
記
述 

 

問
題
が
古
文
で
出
題
さ
れ
た
り
と
い
っ
た
具
合
で
す
。 

  

入
試
★
古
文
の
ま
と
め 

  

一
、
古
文
は
現
代
語
訳
を
追
い
な
が
ら
読
み
進
め
る
の
が
コ
ツ 

 

二
、
深
い
読
解
は
せ
ず
、
浅
く
「
あ
ら
す
じ
」
を
追
っ
て
読
む

こ
と  

三
、
当
た
り
前
の
内
容
を
当
た
り
前
に
読
む 

 

四
、
普
通
科
・
実
業
科
問
わ
ず
、
十
二
点
中
九
点
は
と
ろ
う 

 

五
、
仮
名
遣
い
の
問
題
は
、
三
点
。
得
点
し
や
す
い
の
で
絶
対

と
ろ
う 

  

・
ジ
ャ
ン
ル
＝
随
筆 

・
作
者
＝
兼
好
法
師 

・
成
立
＝
鎌
倉
時
代
末
期 

 
 

▼
日
本
三
大
随
筆
の
一
つ
。
『
枕
草
子
』
『
方
丈
記
』
が
残
り
二
つ
。 


