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次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（西
南
学
院
大
・
神
・
法
・
文
）

折

ふ
し
は
正
月
七
日

の
夜
、

近
所

の
男
子
を

＊
藤
市
方

へ
長
者

に
成
り

や
う

の
１
調
剖

を
頼

む
と
て
、

ム
剰
団
＝
馴
御

座
敷

に
灯
火
輝

か
せ
、

娘
を
付
け
置
き
、

「
３
劇
則

２

戸
の
鳴
る
時
知
ら
せ
」
と
申
し
置
き
し

に
、

こ
の
娘
、

し
ほ
ら
し
く

４
州
ｕ

こ‐
封
州
召
、

５
川
樹
引

一‐
鋼

↓こ‐
ｕ

て
、

物

申

の
声
す

る
時
、

二
剰
剣
判
ｑ
，こｌ
ｕ

て
、

勝
手

に
入
り
け
る
。

二
人

の
客
、

座

に
着
く
時
、

台
所

に
摺
鉢

の
音
響
き
渡
れ
ば
、

客
、

耳
を
喜
ば
せ
、

こ

れ
を
推
し

て
、

「
皮

鯨

の
吸
物
」
と
言

へ
ば
、

「
７
い
や

い
や
、

初

め
て
な

れ
ば
、

雑
煮
な
る
べ
し
」
と
言

ふ
。

又

一
人
は
、

よ
く
考

へ
て
、

「
煮
麺
」

と
落
ち
付
け
け
る
。
８
必
ず
言
ふ
事
に
し
て
、
を
か
し
。

藤
市
出
で
て
、

二
人
に
世
渡
り
の
大
事
を
物
語
り
し
て
聞
か
せ
け
る
。

一
人
申
せ
し
は
、

「今
日
の
七
草
と
い
ふ
謂
れ
は
、

い
か
な
る
事
ぞ
」
と

解
答
・
解
説
↓
別
冊
１２６
ぺ
‐
ジ

尋
ね
け
る
。

「あ
れ
は
神
代
の
始
末
始
め
、
９
咽
対
と
い
ふ
事
を
ｌｏ
剣
引
判

紺
封
」。
又

一
人
、

「掛
鯛
を
六
月
迄
荒
神
の
前
に
置
き
け
る
は
」
と
、

尋

ぬ
。

「あ
れ
は
、

朝
夕
に
肴
を
喰
は
ず
に
、

こ
れ
を
見
て
、

喰
う
た
心
せ

よ
、
と
い
ふ
事
な
り
」。
又
、

大
箸
を
取
る
由
来
を
問
ひ
け
る
。

「あ
れ
は
、

汚
れ
し
時
白
げ
て
、　

一
ロ
ＩＡＩ
□
に
て
一
年
中
あ
る
や
う
に
、

こ
れ
も
神
代

の
二
口
‐Ｂ‐
□
を
表
す
な
り
。
Ц
封
ｑ
封
何
万
事
に
気
を
付
け
給
へ
。
さ
て
、

宵
か
ら
今
ま
で
、
１２
お
の
お
の
咄
し
給
へ
ば
、
も
は
や
夜
食
の
出
づ
べ
き

所
な
り
。

出
だ
さ
ぬ
が
長
者
に
成
る
心
な
り
。

最
前
の
摺
鉢
の
音
は
、

大

福
帳
の
塩
配
に
引
く
朋
を
摺す
ら
し
た
」
と
１３
剖
↓ま‐
糾
ｕ
。

＊
藤
市
＝
京
都
室
町
の
分
限
者
。

（日
本
永
代
蔵
）

問

一
月
中

傍
線
部
１

・
３

「指
南
」

「露
地
」

「
か
し
こ
ま
り
て
」

到
倒
副
ヨ

４
の
本
文
中
の
意
味
は
何
か
。

次
の
イ
～
二

イ
　
教
師
　
　
　
　
回
　
指
導

イ
　
道
筋
　
　
　
　
回
　
裏
通
り

イ
　
承
知
し
て
　
　
田
　
正
座
し
て

パ
蛹

鷹

俯

列

陥

胸

ビ

ハ  ハ  ハ  の

中
恐 庭 疵ひか
縮 の 護 ら
し 通  最
て 路  も

適
当

三 二 二 な
も

お 茶 稽ほの
辞 室 古 を
儀 の  そ
を 庭  れ
し    ぞ
て    れ

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。



197 日本永代蔵

間
二
　
空
欄
Ａ
お
よ
び
Ｂ
に
当
て
は
ま
る
接
尾
語
を
そ
れ
ぞ
れ
次
の
イ
～
ホ
か
ら

一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

Ａ

イ

揃

　

回

組

　

ハ

本

　

二

膳

　

ホ

鵬

Ｂ
　
イ
　
基
　
　
　
回
　
方
　
　
　
ハ
　
柱
　
　
　
〓一　
体
　
　
　
ホ
　
社

間
三
　
傍
線
部
８

「必
ず
言
ふ
事
に
し
て
、

を
か
し
」
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
か
。

次
の
イ
～
二
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を

一
つ
選
び
、

記
号
で

答
え
よ
。

イ
　
摺
鉢
の
音
が
す
る
と
、

味
嗜
で
味
付
け
す
る
も
の
ば
か
り
を
想
像
す
る
か
ら
お
か
し
い
。

回
　
こ
ん
な
と
き
に
は
ご
ち
そ
う
が
で
る
も
の
だ
と
決
め
て
か
か
り
、

そ
ん
な
話
を
す
る
か
ら
お
か
し
い
。

ハ
　
皮
鯨

・
雑
煮

・
煮
麺
の
よ
う
な
も
の
を
ご
ち
そ
う
だ
と
思
っ
て
、

喜
ん
で
期
待
し
て
い
る
か
ら
お
か
し
い
。

二
　
あ
れ
や
こ
れ
や
想
像
し
て
み
て
も
、

最
後
に
は
だ
れ
も
が
煮
麺
だ
と
考
え
て
し
ま
う
か
ら
お
か
し
い
。

問
四
　
傍
線
部
７

ｏ
「

●
‐２
の
品
詞
は
何
か
。

該
当
す
る
も
の
を
次
の
イ
～
ホ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
名
詞
　
　
　
回
　
副
詞
　
　
　
ハ
　
連
体
詞
　
　
　
】一　
接
続
詞
　
　
　
ホ
感
動
詞

問
五
　
傍
線
部
２

・
‐Ｏ

ｏ
‐３
の
主
語
は
何
か
。

該
当
す
る
も
の
を
次
の
イ
～
ホ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
藤
市
　
　
　
回
　
娘
　
　
　
　
ハ
　
親
　
　
　
　
　
一一　
神
　
　
　
　
　
ホ
　
客

問
六
　
傍
線
部
５

「灯
心
を

一
筋
に
し
」
た
理
由
は
何
か
。

本
文
中
の
一
語

（二
年
）
を
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

問
七
　
傍
線
部
６

「元
の
如
く
に
し
」
た
と
は
、

ど
の
よ
う
に
し
た
の
か
。

本
文
中
の
言
葉

（二
文
節
）
を
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

問
八
　
傍
線
部
９

「増
水
」
は
当
て
字
で
あ
る
。

正
し
い
漢
字
を
楷
書
で
記
せ
。

問
九
　
本
文
中
か
ら
落
語
で
い
う

「落
ち
」
に
当
た
る
箇
所
を
抜
き
出
し
、

そ
の
初
め
と
終
わ
り
を
五
字
ず
つ
記
せ
。

問
十
　
『日
本
永
代
蔵
』
の
作
者
の
姓
名
を
漢
字
で
記
せ
。
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次
の
文
章
は
、

横
井
也
有
の

『錦
衣
』
に
収
め
る

「歎
老
の
辞
」
の

一
節
で
あ
る
。

問
題
文
を
よ
く
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（成
撲
大
・
経
済
）

解
答

・
解
説
↓
別
冊
１２８
ぺ
‐
ジ

１
芭
蕉
翁
は
五
十

一
に
て
世
を
去
り
給
ひ
、

作
文
に
名
を
得
し
難
波
の

劇
翻
胡
Ｈ

封
判
二十
↓こ―
召

一‐
鋼
掛
刺
↓ょ―
州
刊

則
劇
到
ｕ
↓こ―
州
州
対
到
制
の‐
剖

世
を
残
せ
り
。

わ
が
虚
弱
多
病
な
る
、

そ
れ
ら
の
年
も
か
ぞ
へ
こ
し
て
、

今
年
は
五
十
二
の
秋
も
立
ち
ａ
ぬ
。
＊
為
頼
の
中
納
言
の
、

若
き
人
々
の

逃
げ
か
く
れ
け
れ
ば
、
２
い
づ
く
に
か
身
を
ば
よ
せ
ま
し
と
よ
み
て
歎
か

れ
け
ん
も
、

や
や
思
ひ
し
る
身
と
は
な
れ
り
け
り
。

さ
れ
ば
う
き
世
に
立

ち
交
ら
ん
と
す
れ
ば
、
３
な
き
が
多
く
も
な
り
ゆ
き
て
、
＊
松
も
昔
の
友

に
は
あ
ら
ず
。

た
ま
／
ヽ

一
座
に
つ
ら
な
り
て
、

若
き
人
々
に
も
い
や
が
ら
れ
じ
と
、

心
か
ろ
く
う
ち
ふ
る
ま
へ
ど
も
、

耳
う
と
く
な
れ
ば
話
も
間
違
ひ
、

た
と

へ
聞
こ
ゆ
る
さ
さ
や
き
も
、

当
時
の
は
や
り
言
葉
を
し
ら
ね
ば
、

そ
れ
は

何
事
何
ゆ
ゑ
ぞ
と
、

根
問
ひ
葉
問
ひ
を
４
む
つ
か
し
が
り
て
、
＊
枕
相
撲

も
拳
酒
も
、

さ
わ
ぎ
は
次

へ
遠
ざ
か
れ
ば
、

奥
の
間
に
た
だ

一
人
、

火
撻

布
団
の
ｂ
島
守
と
な
り
て
、

お
む
か
ひ
が
ま
ゐ
り
ま
し
た
と
、
と
は
ぬ
に

告
ぐ
る
人
に
も
か
た
じ
け
な
し
と
礼
は
い
へ
ど
も
、

何
の
か
た
じ
け
な
き

事
か
あ
ら
む
。
＊
六
十
の
髭
を
墨
に
そ
め
て
、

北
国
の
軍
に
む
か
ひ
、

五

十
の
顔
に
お
し
ろ
い
し
て
、

二
一一ケ
の
津
の
舞
台
に
ま
じ
は
る
も
、
５
い

歌
も
浄
瑠
璃
も
お
と
し
話
も
、

昔
は
今
の
に
ま
さ
り
し
も
の
を
と
、

老

人
ご
と
に
覚
え
た
る
は
、

お
の
が
心
の
愚
な
り
。

物
は
次
第
に
面
白
け
れ

ど
も
、

今
の
は
同
ＩＡ十
日
が
面
白
か
ら
ぬ
に
て
、

昔
は
同
十Ｂ十
日
が
面
白
か
り

し
な
り
。
し
か
れ
ば
、

人
に
も
う
と
ま
れ
ず
、

我
も
心
の
た
の
し
む
べ
き

身
の
お
き
所
も
や
と
思
ひ
め
ぐ
ら
す
に
、

わ
が
身
の
老
い
を
忘
れ
ざ
れ
ば
、

し
ば
ら
く
も
心
た
の
し
ま
ず
。

わ
が
身
の
老
い
を
忘
る
れ
ば
、

例
の
人
に

は
い
や
が
ら
れ
て
、

あ
る
は
６
に
げ
な
き
酒
色
の
上
に
、

あ
や
ま
ち
を
も

取
り
出
で
ん
。
さ
れ
ば
同
ｌｃｌ
日
打
二
つ
の
境
ま
こ
と
に
得
が
た
し
や
。

＊
為
頼
の
中
納
言
の
～
歎
か
れ
け
ん
も
＝
藤
原
為
頼
が
あ
る
日
参
内
し
て
、

懇

意
な
人
の
も
と
に
寄
っ
た
と
こ
ろ
、

な
ぜ
か
若
い
殿
上
人
た
ち
が
逃
げ
た
の

で
、

為
頼
は

「
い
づ
く
に
か
身
を
ば
よ
せ
ま
し
世
の
中
に
老
い
を
い
と
は
ぬ

人
し
な
け
れ
ば
」
と
い
う
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
。

　

松
も
昔
の
友
に
は
あ
ら

ず
＝
藤
原
果
風
の

「
た
れ
を
か
も
知
る
人
に
せ
む
高
砂
の
松
も
昔
の
友
な
ら

な
く
に
」
翁
古
今
集
し

の
歌
に
よ
る
。

　

税
相
撲
も
舎
酒
も
Ｈ
枕
相
撲
は
、

握
り
こ
ぶ
し
の
上
に
枕
を
立
て
て
突
き
合
い
、

勝
ち
負
け
を
争
う
遊
戯
。

拳

酒
は
、
じ
ゃ
ん
け
ん
を
し
て
、

負
け
た
者
が
罰
と
し
て
酒
を
飲
む
と
い
う
遊

戯
。

　

六
十
の
髭
を
墨
に
そ
め
て
、

北
国
の
軍
に
む
か
ひ
＝
平
家
の
武
将
斎

藤
実
盛
は
、

六
十
余
歳
の
時
、
白
く
な
っ
た
髭
や
髪
を
黒
く
染
め
て
北
国
で

の
戦
い
に
臨
ん
だ
と
い
う
。

　

三
ケ
の
津
＝
京
都

・
大
阪

・
江
戸
と
い
う
、

江
戸
時
代
に
お
け
る
三
つ
の
大
都
市
を
さ
す
。

づ
れ
か
老
い
を
歎
か
ず
や
あ
る
。

問

一　
傍
線
部
１
に
お
い
て
、

作
者
は
な
ぜ
芭
蕉
に
対
し
て
敬
語
を
用
い
、

西
鶴
に
対
し
て
は
敬
語
を
用
い
て
い
な
い
の
か
。

最
も
適
当
と
思
わ
れ
る

理
由
を
次
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。
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問      問           問
2 四 ホ ハ イ 三 ヘ ホ ニ ハ 回 イ 三 ニ ハ ロ イ

芭
蕉
の
方
が
西
鶴
よ
り
先
に
生
ま
れ
、

い
わ
ば
先
輩
に
あ
た
る
か
ら
。

芭
蕉
は
武
士
階
級
の
出
身
だ
が
、

西
鶴
は
町
人
だ
っ
た
か
ら
。

当
時
の
世
間
で
は
、

西
鶴
は
文
学
者
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
か
ら
。

作
者
は
俳
諸
を
た
し
な
み
、

西
鶴
よ
り
も
芭
蕉
の
方
に
よ
り
強
い
敬
意
を
い
だ
い
て
い
た
か
ら
。

波
線
部
ａ
の

「
ぬ
」
と
文
法
的
に
異
な
る
意
味
の
も
の
を
次
ぐ
つ
ち
か
ら
二
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る

わ
た
の
原
八
十
島
か
け
て
こ
ぎ
い
で
ぬ
と
人
に
は
つ
げ
よ
あ
ま
の
釣
舟

年
ふ
れ
ば
よ
は
ひ
は
老
い
ぬ
し
か
は
あ
れ
ど
花
を
し
見
れ
ば
物
思
ひ
も
な
し

秋
風
に
ほ
こ
ろ
び
ぬ
ら
し
藤
ば
か
ま
つ
づ
り
さ
せ
て
ふ
き
り
ぎ
り
す
鳴
く

わ
が
身
こ
そ
あ
ら
ぬ
か
と
の
み
た
ど
ら
る
れ
と
ふ
べ
き
人
に
忘
ら
れ
し
よ
り

待
つ
宵
に
よ
け
ゆ
く
鐘
の
声
聞
け
ば
あ
か
ぬ
わ
か
れ
の
鳥
は
も
の
か
は

波
線
部
ｂ

「島
守
」
と
は
ど
の
よ
う
な
様
子
の
比
喩
か
。

次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

し
っ
か
り
か
じ
り
つ
い
て
い
る
さ
ま

回
　
な
す
こ
と
も
な
く
ぽ
つ
ね
ん
と
し
て
い
る
さ
ま

若
い
人
の
た
め
に
火
の
番
を
し
て
い
る
さ
ま
　
　
　
　
一一　
体
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
動
か
せ
な
い
さ
ま

他
の
人
が
入
る
の
を
邪
魔
し
て
い
る
さ
ま

傍
線
部
２
～
６
は
ど
う
い
う
意
味
か
。

次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
ず

つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

い
づ
く
に
か
身
を
ば
よ
せ
ま
し

イ
　
若
人
た
ち
は
ど
こ
に
身
を
寄
せ
る
つ
も
り
だ
ろ
う
　
　
回
　
ど
こ
に
も
わ
が
身
を
寄
せ
る
こ
と
な
ど
す
ま
い

ハ
　
い
っ
た
い
ど
こ
に
わ
が
身
を
寄
せ
よ
う
　
　
　
　
　
　
一一　
若
人
た
ち
は
ど
こ
に
で
も
身
を
寄
せ
ら
れ
よ
う

な
き
が
多
く
も
な
り
ゆ
き
て

イ
　
泣
き
を
み
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
っ
て
　
　
　
　
　
　
　
日
　
死
ん
で
し
ま
っ
た
人
が
多
く
な
っ
て
い
っ
て

ハ
　
ま
も
な
く
死
ぬ
と
い
う
可
能
性
が
強
く
な
っ
て
い
っ
て
　
　
一一　
涙
も
ろ
く
泣
き
が
ち
に
な
っ
て
い
っ
て

む
つ
か
し
が
り
て
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イ
　

フヽ
る
さ
が
っ
て
　
　
回
　
難
問
だ
と
思
っ
て
　
　
ハ
　
す
ね
て
　
　
一一　
返
答
に
窮
し
て

５
　
い
づ
れ
か
老
い
を
歎
か
ず
や
あ
る

イ
　
い
つ
か
は
老
化
を
嘆
く
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
　
　
　
回
　
ど
ち
ら
か
は
老
い
を
嘆
か
な
い
の
で
あ
ろ
う

ハ
　
い
っ
た
い
ど
こ
に
老
い
を
嘆
か
な
い
土
地
が
あ
ろ
う
か
　
　
一一　
い
っ
た
い
だ
れ
が
老
化
を
嘆
か
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か

６
　
に
げ
な
き

イ
　
ま
た
と
な
い
　
　
口
　
ふ
さ
わ
し
く
な
い
　
　
　
ハ
　
度
を
越
し
た
　
　
　
一一　
避
け
ら
れ
な
い

問
五
　
空
欄
Ａ

・
Ｂ
に
は
、

そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
言
葉
が
入
れ
ば
よ
い
か
。

正
し
い
組
み
合
わ
せ
を
次
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ

〔Ａ
　
人

　

Ｂ
　
我
〕
　

　

回

〔Ａ
　
我

　

Ｂ
　
人
〕
　

　

ハ

〔Ａ
　
我

　

Ｂ
　
皆
〕

一
一

〔
Ａ

　

皆

　

Ｂ

　

我

〕

　

　

ホ

〔
Ａ

　

我

　

Ｂ

　

我

〕

　

　

へ

〔
Ａ

　

人

　

Ｂ

　

皆

〕

卜

〔Ａ
　
皆

　

Ｂ
　
人
〕
　

　

チ

〔Ａ
　
皆

　

Ｂ
　
皆
〕
　

　

り

〔Ａ
　
人

　

Ｂ
　
人
〕

間
六
　
空
欄
Ｃ
に
は
、
ど
の
よ
う
な
文
が
入
れ
ば
よ
い
か
。

次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を

一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
老
い
は
忘
る
べ
し
。
ま
た
老
い
は
忘
る
べ
か
ら
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回
　
若
き
に
は
留
ま
り
が
た
く
、

な
ほ
老
い
は
避
け
が
た
し

ハ
　
長
く
世
に
あ
れ
ば
、

次
第
に
面
白
き
こ
と
、

憂
き
こ
と
多
し
　
　
　
一一　
老
い
と
若
き
と
常
に
う
ち
交
じ
り
て
友
た
る
こ
と
か
た
し

ホ
　
若
き
日
は
短
く
、

老
い
た
る
時
は
長
し

間
七
　
次
の
イ
～
チ
は
、

芭
蕉
と
西
鶴
が
著
作
し
た
か
、

あ
る
い
は
関
与
し
た
作
品
を
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
中
に
二
つ
だ
け
芭
蕉
と
西

鶴
に
は
無
縁
の
作
品
の
ま
じ
っ
た
組
み
合
わ
せ
が
あ
る
。

そ
の
記
号
を
二
つ
答
え
よ
。

イ
　
虚
栗

・
懐
硯
　
　
　
　
　
　
　
　
回
　
万
の
文
反
古

・
猿
蓑
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
奥
の
細
道

・
浮
世
物
語

一一　
世
間
胸
算
用

・
笈
の
小
文
　
　
　
ホ
　
更
科
紀
行

。
日
本
永
代
蔵
　
　
　
　
　
へ
　
東
関
紀
行

・
好
色
五
人
女

卜
　
武
家
義
理
物
語

・
炭
俵
　
　
　
　
チ
　
好
色

一
代
男

・
野
ざ
ら
し
紀
行
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C

次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（二
松
学
合
大
・
文
）

款
冬

八
番
　
　
　
　
　
　
左
勝
　
　
　
　
　
１
順

Ａ
　
春
が
す
み
井
手
の
か
は
な
み
た
ち
か
へ
り
み
て
こ
そ
ゆ
か
め
や
ま
ぶ

き
の
花

右

Ｂ
　

ひ
と

へ
づ

つ
や

へ
山

ぶ
き

は

２
ひ
ら
け

な

む
ほ
ど

へ
て

に
ほ

ふ
は
な

と
た

の
ま

む

左
歌
、

い
と
を
か
し
。

さ
る
こ
と
な
り
と
聞
こ
ゆ
。

右
歌
、

八
重

山
吹
の
一
重
づ
つ
ひ
ら
け
む
は
、　

一
重
な
る
山
吹
に
て
同
ＩＡＩ
□
は

あ
ら
め
。

心
あ
る
に
似
た
れ
ど
も
、

八
重
咲
か
ず
は
本
意
な
く
や

あ
ら
む
。

又
、

下
の
句
の
は
て
、

上
の
句
の
は
て
と
、

同
じ
文
字

あ
り
。

彿

以
レ左
為
レ勝
。

藤

九
番
　
　
　
　
　
　
左
　
　
　
　
　
　
　
朝
忠

む
ら
さ
き
に
に
ほ
ふ
ふ
ぢ
な
み
う
ち
は
へ
て
ま
つ
に
ぞ
ち
よ
の
い
ろ

解
答

・
解
説
↓
別
冊
１３０
ペ
ー
ジ

は
か
か
れ
る

右
勝
　
　
　
　
　
　
兼
盛

わ
れ
ゆ
き
て
い
ろ
み
る
ば
か
り
住
吉
の
３
き
し
の
ふ
ぢ
な
み
を
り
な

つ
く
し
そ

左
歌
、

水
な
く
て
藤
波
と
い
ふ
詞
、

古
き
歌
に
、

を
り
を
り
あ
り
。

さ
れ
ど
、
４
た
づ
ぬ
る
人
な
け
れ
ば
、
と
ど
ま
れ
る
な
る
べ
し
。

歌
合
に
は
い
か
が
あ
ら
む
。

言
に
寄
せ
ぬ
は
あ
る
ま
じ
。

い
は
れ

な
し
。

な
ほ
、

水

・
池

・
岸
な
ど
ぞ
寄
す
べ
か
り
け
る
。

歌
が
ら

は
、

清
げ
な
り
。

右
歌
、
５
お
な
じ
波
あ
る
に
、

岸
に
寄
せ
た
れ

ば
、

た
よ
り
あ
り
。

か
う
ぞ
古
き
に
も
あ
る
。

藤
波
と
お
し
な
べ

て
い
ふ
一言
に
は
あ
ら
ず
。

御
気
色
も
、

さ
や
う
に
同
ＩＢＩ
□
見
ゆ
る
。

少
臣
間
二
源
大
納
言
一云

、
「尤
難
也
。

暫
く
持
に
疑
レ之
」、
右
６
方

対
申
シ．ァ云
、

「左
歌
の
藤
波
、

水
に
寄
ら
ず
。

如
何
」
と
愁
申
。

事

理
可
ン然
。

彿

以
レ右
為
レ勝
。

（天
徳
四
年
二
月
二
十
日
内
裏
歌
合
）
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問

一　
傍
線
部
１
の
源
順
が
、

他
の
仲
間
と
撲
集
し
た
勅
撲
和
歌
集
の
名
を
漢
字
で
答
え
よ
。

間
二
　
傍
線
部
２

「
ひ
ら
け
な
む
」
の
文
法
に
つ
い
て
、

次
の
中
か
ら
正
し
い
も
の
を
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
四
段
動
詞
十
係
助
詞
　
　
　
　
　
　
回
　
下
二
段
動
詞
十
係
助
詞
　
　
　
　
　
ハ
　
四
段
動
詞
十
終
助
詞

】一　
下
二
段
動
詞
十
終
助
詞
　
　
　
　
　
ホ
　
四
段
動
詞
十
完
了
の
助
動
詞
十
推
量
の
助
動
詞

へ
　
下
二
段
動
詞
十
完
了
の
助
動
詞
十
推
量
の
助
動
詞

間
三
　
空
欄
Ａ

・
Ｂ
に
、

そ
れ
ぞ
れ
適
当
な
係
助
詞
を
入
れ
よ
。

問
四
　
八
番
で
、

右
歌
が
負
け
た
理
由
を
、

次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
一
重
ず
つ
ゆ
っ
く
り
咲
い
て
い
る
と
、

時
間
が
か
か
り
す
ぎ
て
、

待
ち
く
た
び
れ
る
か
ら
。

口
　
左
歌
に
歌
枕

「井
手
」
が
詠
み
こ
ま
れ
て
い
る
が
、

右
歌
に
は
歌
枕
が
入
っ
て
い
な
い
か
ら
。

ハ
　
八
重
山
吹
の
花
の
美
し
さ
の
本
質
と
、

上
旬
の
内
容
が
適
合
し
て
い
な
い
か
ら
。

一一　
上
旬
の
頭

「
ひ
と
へ
」
の

「
ひ
」
と
、

下
句
の
頭

「
ほ
ど
」
の

「
ほ
」
が
、

同
じ
ハ
行
の
音
に
な
っ
て
い
る
か
ら
。

ホ
　
上
句
の
末
と
下
句
の
末
が
、

同
じ
音
で
あ
る
か
ら
。

へ
　
上
句
に

「山
ぶ
き
は
」
と
、

下
句
に

「
に
ほ
ふ
は
」
と
、

同
じ

「
は
」
が
あ
る
か
ら
。

問
五
　
傍
線
部
３
を
、

現
代
語
訳
せ
よ
。

問
六
　
傍
線
部
４
の
現
代
語
訳
と
し
て
、

最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
遊
び
に
行
っ
た
と
こ
ろ
の
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
、

そ
の
場
に
留
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

日
　
前
例
を
さ
が
し
求
め
る
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
、

用
い
な
く
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ハ
　
訪
れ
る
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
、

寂
し
く
そ
こ
に
留
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
。

一一　
遊
び
に
行
く
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
、

中
止
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
。

ホ
　
歌
の
で
き
ば
え
を
聞
く
人
が
い
な
か
っ
た
の
で
、

捨
て
置
い
た
の
だ
ろ
う
。

問
七
　
九
番
歌
の
勝
敗
に
つ
い
て
の
判
詞
と
、

内
容
の
違
う
も
の
二
つ
を
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
水

・
池

・
岸
な
ど
が
な
い
か
ら
、

左
歌
の
負
け
と
し
ま
し
ょ
う
。

日
　
左
歌
の
調
子
が
、

美
し
く
な
い
の
で
、

負
け
に
し
ま
し
ょ
う
。
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ハ
　
判
断
が
難
し
い
か
ら
、

引
き
分
け
と
し
ま
し
ょ
う
。

一一　
藤
と
松
の
取
り
合
わ
せ
が
悪
い
か
ら
、

左
歌
の
負
け
と
し
ま
し
ょ
う
。

ホ
　
天
皇
の
ご
意
向
も
、

右
歌
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
の
で
、

右
歌
の
勝
ち
と
し
ま
し
ょ
う
。

へ
　
右
の
応
援
の
人
の
指
摘
の
と
お
り
だ
か
ら
、

右
歌
の
勝
ち
と
し
ま
し
ょ
う
。

問
八
　
傍
線
部
５
は
、

Ｄ
の
和
歌
の
あ
る
修
辞
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
修
辞
は
な
ん
と
い
う
も
の
か
。

問
九
　
傍
線
部
８

「方
人
」
の
読
み
方
を
、

平
仮
名
で
記
せ
。

漢
字
で
答
え
よ
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市て
し
剛
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（立
教
大
・
社
）

昔
、

丹
後
の
国
普
甲
寺
と
い
ふ
所
に
深
く
浄
土
を
ね
が
ふ
上
人
あ
り
け

り
。

年
の
始
は
世
間
祝
ひ
ご
と
し
て
さ
ざ
め
け
ば
、

我
も
せ
ん
と
て
大
汁

日
の
夜
、

ひ
と
り
つ
か
ふ
小
法
師
に
手
紙
し
た
た
め
渡
し
て
、

「翌
日
の
晩

に
し
か
じ
か
せ
よ
」
と
、
ア
き
と
い
ひ
を
し

へ
て
、

本
堂

へ
ａ
と
ま
り
に

や
り
ぬ
。

小
法
師
は
元
日
の
旦
、

い
ま
だ
隅
々
は
小
聞
き
に
、

初

烏
の
イ
声

と
お
な
じ
く
、

が
ば
と
起
き
て
、

教

へ
の
ご
と
く
表
門
を
丁
々
と
敲
け
ば
、

内
よ
り

「
い
づ
こ
よ
り
」
と
問
ふ
時
、

「西
方
弥
陀
仏
よ
り
年
始
の
使
僧
に

候
ふ
」
と
ｂ
答
ふ
る
よ
り
は
や
く
、

上
人
裸
足
に
て
を
ど
り
出
て
、

門
の

一扉
を
左
右

へ
さ
つ
と
開
き
て
、

小
法
師
を
上
座
に
請
じ
て
、
き
の
ふ
の
手

紙
を
と
り
て
う
や
／
ヽ
し
く
ｃ
州
刺
潤
封
羽
封
刻
刻
『
州
田
ｑ
、

「
１
真

のｔ

世
茶
は
衆
苦
充
満
に
候
ふ
ω
削
ゞ

は
や
く
２
吾…ゎ
バ
殴
に
飛
る
べ
し
。
＊
じ撃

衆
出
む
か
ひ
し
て
ま
ち
入
り
候
ふ
」
と
、

よ
み
終
は
り
て

「
お
お
お
お
」

と
泣
か
れ
け
る
と
か
や
。

た

く

　

　

こ

し

ら

此

の
上

人
、

３
み
づ
か
ら
工

み
絡

べ
だ

ａ
悲

じ

み
に
、

み
づ
か
ら
な
げ

は

つ
は
る

　

じ
や
う
え
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

み
だ

き
つ
つ
、

初
碁
の
浄
衣
を
絞
り
て
、
し
た
だ
る
消
を
見
て
視
ふ
と
は
、

物

問 問   問 問
四 三 は 二 一

解
答

・
解
説
じ
別
冊
１３２
ぺ
‐
ジ

に
狂
ふ
さ
ま
の
な
が
ら
、

俗
人
に
対
し
て
無
常
を
演
ぶ
る
を
＊
礼
と
す
る

と
聞
く
０
か
ら
に
、

仏
門
に
お
い
て
は
、

い
は
ひ
の
骨

張
な
る
べ
け
れ
。

そ
れ
と
は
い
さ
さ
か
替
は
り
て
、

お
の
れ
ら
は
俗
塵
に
埋
も
れ
て
世
渡
る

き
やう
が
い　　　　　　　　　　つるか
め

義幾
教
進
■，こ故
ャ功鞭
僻
陣獅翻
離

づ
家
の
あ
る
べ
き
や
チ
に
、

門
松
立
て
ず
、

煤
は
か
ず
、

雪
の
山
路
の
曲

り
形
に
、

こ
と
し
の
春
も
あ
な
た
任
せ
に
な
ん
む
か

へ
け
る
。

目
出
度
さ
も

＊
ち
う
位
な
り
お
ら
が
春
　
　
一
茶

＊
聖
衆
＝
極
楽
浄
土
に
い
る
諸
菩
薩
。

特
に
念
仏
行
者
が
命
終
の
と
き
来
迎
す

る
と
い
う
二
十
五
菩
薩
の
こ
と
。　

礼
Ｈ
礼
儀
。
こ
こ
で
は
役
目
の
意
。　

鶴

亀
に
た
ぐ
へ
て
の
祝
尽
し
Ｈ
鶴
亀
抄
振

か寿
に
な
ぞ
ら
え
、

め
で
た
い
言
葉
を

並
べ
て
祝
う
こ
と
。

　

厄
払
ひ
＝
大
晦
日
ま
た
は
節
分
の
夜
、

災
難
よ
け
の

言
葉
を
述
べ
、

米
銭
を
乞
い
歩
く
者
。

　

ち
う
位
＝
信
州
方
言
で
は
、

い
い

加
減
、

あ
や
ふ
や
、

あ
い
ま
い
、
と
い
っ
た
意
に
用
い
る
。

（お
ら
が
春
）

傍
線
部
ア

・
イ
を
、

句
読
点
と
も
ア
は
十
五
字
以
内
、

イ
は
十
年
以
内
で
現
代
語
訳
せ
よ
。

傍
線
部
ａ
～
ｃ
の
主
語
に
当
た
る
も
の
は
、

「上
人
一
あ
る
い
は

「小
法
師
」
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

「上
人
」
の
場
合

１
、

「小
法
師
」
の
場
合
は
２
と
し
て
、

番
号
で
答
え
よ
。

波
線
部
１

・
２
に
つ
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
を
指
し
て
い
る
か
、

記
せ
。

傍
線
部
０
～
０
は
、
ど
ん
な
接
続
の
仕
方
を
し
て
い
る
か
。

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、

順
接
の
場
合
は
１
、

逆
接
の
場
合
は
２
と
し
て
、

番
号
で
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答
え
よ
。

問
五
　
波
線
部
３

「
み
づ
か
ら
工
み
推
へ
た
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

句
読
点
と
も
二
十
年
以
内
で
記
せ
。

問
六
　
波
線
部
４

「層
家
は
く
づ
家
の
あ
る
べ
き
や
う
に
」
を
、

句
読
点
と
も
二
十
年
以
内
で
解
釈
せ
よ
。

問
七

「目
出
度
さ
も
」
の
句
に
つ
い
て
、

こ
の
句
の
解
説
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
一
つ
を
次
の
イ
～
ホ
の
中
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
世
間
並
み
に
新
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
作
者
の
中
流
意
識
を
、

喜
び
を
も
っ
て
表
現
し
た
句
で
あ
る
。

回
　
世
間
並
み
と
は
い
か
ず
と
も
、
ど
う
や
ら
こ
う
や
ら
新
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
た
喜
び
を
、

斜
に
構
え
て
表
現
し
た
句
で
あ
る
。

ハ
　
世
間
並
み
に
新
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
境
過
か
ら
、

そ
の
恨
み
辛
み
を
、

激
越
に
表
現
し
た
句
で
あ
る
。

〓一　
世
間
並
み
に
新
年
を
迎
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
境
過
を
お
の
れ
の
運
命
と
悟
り
切
っ
た
、

清
澄
な
心
境
を
吐
露
し
た
句
で
あ
る
。

ホ
　
宗
教
心
も
な
く
、

俗
塵
に
ま
み
れ
た
ま
ま
新
年
を
迎
え
る
お
の
れ
の
醜
い
姿
を
、

深
い
反
省
を
込
め
て
詠
ん
だ
句
で
あ
る
。

問
八
　
次
の
イ
～
ホ
の
中
か
ら
、　

一
茶
と
同
時
期
に
活
躍
し
た
文
学
者
を

一
人
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

イ
　
井
原
西
鶴
　
　
　
回
　
近
松
門
左
衛
門
　
　
　
ハ
　
滝
沢
馬
琴
　
　
　
一一　
向
井
去
来
　
　
　
ホ
　
契
沖
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こ
の
夜
、

深
更
に
お
よ
び
て
、

介
抱
に
侍
り
け
る
呑
舟
を
召
さ
れ
て
、

硯
の
音
の
か
ら
か
ら
と
聞
こ
え
け
れ
ば
、

い
か
な
る
１
洲
劇
「に
や
と
思
ふ

こ
、

病
　
中
　
吟

旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
　
　
　
翁

そ
の
後
、

支
考
を
召
し
て
、

ョ
な
ほ
か
け
め
ぐ
る
夢
心
』
と
い
ふ
句
作

り
あ
り
。
い
づ
れ
を
か
」
と
申
さ
れ
し
に
、
２
召
の‐
ョ
封
引
潮
倒
掛
翻
馴
別

り
候
は
ん
と
申
せ
ば
、

い
と
３
む
つ
か
し
き
こ
と
に
待
ら
ん
と
思
ひ
て
、

「
こ
の
句
、

な
に
か
劣
り
候
は
ん
」と
答
へ
け
る
な
り
。
４
口州

州
刻
刺
利
刷

割
卿
ｑ
刊
剰
倒
刊
州
圏
団
引
川
習
　
５
閑
Ｈ
到
倒
湖
掛
川
利
日
甲

問

一
イ

問
エイロ

次
の
文
章
は
、

死
の
床
に
つ
い
て
い
る
芭
蕉
に
つ
い
て
、

弟
子
の
各
務
支
考
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、

後
の
問
い
に
答
え
よ
。

（上
智
大
・
文
）

解
答
・
解
説
↓
別
冊
１３４
ぺ
‐
ジ

み
づ
か
ら
申
さ
れ
け
る
は
、

「
は
た
生
死
の
転
変
を
前
に
置
き
な
が
ら
、

６
＊
刻
制
引
ベー
割
剃
剖
，こ―
胡
射
引
対
到
、

よ
の
つ
ね
７
こ‐
の‐
目
を
心
に
こ

め
て
、

年
も
や
や
半
百
に
過
ぎ
た
れ
ば
、
８
い
ね
て
減
罰
室
重
爾
饗
盟
甲
そ

か
け
り
、

さ
め
て
は
山
水
野
鳥
の
声
に
お
ど
ろ
く
。

こ
れ
を
仏
の
妄
執
と

戒
め
給

へ
る
、

た
だ
ち
に
い
ま
の
身
の
上
に
覚
え
侍
る
な
り
。

こ
の
後
は

た
だ
生
前
の
俳
譜
を
忘
れ
む
と
の
み
思
ふ
は
」
と
、

か
へ
す
が
へ
す
悔
や

み
申
さ
れ
し
な
り
。

ネ
発
句
＝
俳
句
。

（笈
日
記
）

傍
線
部
１
の
意
味
は
何
か
、

次
の
う
ち
か
ら

一
つ
を
選
べ
。

手
習
　
　
　
回
　
発
句
　
　
　
ハ
　
作
品
　
　
　
中一　
辞
世
句
　
　
　
ホ
　
手
紙

傍
線
部
２
の

「
そ
の
五
文
字
は
い
か
に
承
り
候
は
ん
」
と
い
う
の
は
ど
う
で
つ
こ
と
を
問
題
と
し
て
い
る
の
か
、

次
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。

「な
ほ
か
け
め
ぐ
る
夢
心
」
で
は
五
文
字
た
り
な
い
が
、

そ
の
上
に
つ
く
五
文
字
は
何
か
。

「な
ほ
か
け
め
ぐ
る
夢
心
」
と
い
う
の
は
「旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
」
の
別
案
だ
か
ら
、

最
初
の
五
文
字
は
当
然

「旅
に
病
ん
で
」

の
は
ず
で
、

そ
の
五
文
字
の
持
つ
意
味
の
重
要
さ
。

「な
ほ
か
け
め
ぐ
る
夢
心
」
の
中
の

「
ゆ
め
ご
こ
ろ
」
と
い
う
五
文
字
が
持
つ
真
の
意
味
。

「な
ほ
か
け
め
ぐ
る
夢
心
」
の
上
に
つ
く
五
文
字
は

「旅
に
病
ん
で
」
の
は
ず
だ
が
、

そ
れ
で
は
季
語
が
な
く
な
る
の
で
、

そ
う
い
う
五
文
字
を
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問      問         問      問      問
イ 七 ホ ハ イ 六 ホ ニ ハ 回 イ 五 ホ ハ イ 四 ホ ハ イ 三

わ
ざ
わ
ざ
つ
け
た
理
由
。

「な
ほ
か
け
め
ぐ
る
夢
心
」
と

「旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
野
を
か
け
め
ぐ
る
」
と
に
共
通
す
る

「
か
け
め
ぐ
る
」
と
い
う
五
文
字
が
い
ま
の
芭
蕉
に

と
っ
て
大
切
と
思
わ
れ
る
が
、

そ
の
五
文
字
の
奥
に
あ
る
深
い
意
味
。

傍
線
部
３
の
意
味
と
し
て
は
ど
れ
が
い
ち
ば
ん
近
い
か
、

次
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。

（芭
蕉
に
）
面
倒
を
か
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
□
　
（自
分
に
と
っ
て
）
理
解
で
き
な
い
作
品
に
な
ろ
う
。

（芭
蕉
に
）
解
決
不
能
な
課
題
を
つ
き
つ
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。　

　
二
　
（自
分
に
と
っ
て
）
厄
介
な
問
題
を
抱
え
込
む
こ
と
に
な
ろ
う
。

（芭
蕉
と
自
分
と
の
間
が
）
悪
い
関
係
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

傍
線
部
４
の
意
味
と
し
て
は
ど
れ
が
い
ち
ば
ん
近
い
か
、

次
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。

い
か
な
る
奇
妙
な
五
文
字
も
あ
る
は
ず
が
な
い
。　
　
　
　
　
　
　
口
　
い
か
な
る
優
れ
た
五
文
字
も
あ
り
得
な
い
の
だ
。

い
か
な
る
玄
妙
な
五
文
字
が
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。　

　
　
　
　
　
　
二
　
い
か
な
る
理
解
し
難
い
五
文
字
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

い
か
な
る
謎
の
五
文
字
が
残
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

傍
線
部
５
の
言
葉
が
表
現
し
た
い
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、

次
の
う
ち
か
ら
い
ち
ば
ん
近
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を

一
つ
選
べ
。

芭
蕉
が
死
ん
だ
い
ま
、

本
当
の
俳
人
は
も
う
い
な
い
と
嘆
く
気
持
ち
。

芭
蕉
が
死
ん
だ
い
ま
と
な
っ
て
は
、
も
う
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
残
念
が
る
気
持
ち
。

芭
蕉
が
死
ん
だ
い
ま
は
、
も
う
優
れ
た
句
が
生
ま
れ
る
こ
と
は
な
い
と
諦
め
る
気
持
ち
。

芭
蕉
が
死
ん
だ
い
ま
、
も
う
こ
ん
な
こ
と
は
ど
う
で
も
よ
い
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
る
気
持
ち
。

芭
蕉
が
死
ん
だ
い
ま
の
世
の
中
で
は
、

俳
句
を
作
る
上
で
不
本
意
な
こ
と
が
多
い
と
警
告
す
る
気
持
ち
。

傍
線
部
Ｇ
の
言
葉
に
は
ど
の
よ
う
な
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
か
、

次
の
う
ち
か
ら
い
ち
ば
ん
近
い
も
の
を

一
つ
選
べ
。

句
を
作
る
技
術
の
問
題
で
は
な
い
け
れ
ど
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
　
句
を
作
る
技
術
が
自
分
に
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
。

句
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
理
由
も
な
い
け
れ
ど
。　

　
　
　
　
　
　
二
　
句
な
ど
作
っ
て
い
る
場
合
で
は
な
い
の
だ
け
れ
ど
。

句
を
自
分
か
ら
す
す
ん
で
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
。

傍
線
部
７
の

「
こ
の
道
」
と
は
な
に
か
、

次
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。

書
の
道
　
　
　
回
　
仏
の
道
　
　
　
ハ
　
俳
諸
の
道
　
　
　
一一　
人
と
し
て
行
う
べ
き
道
　
　
　
ホ
　
旅
に
よ
る
修
行
の
道
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問      問
ヌ リ チ ト ヘ ホ ニ ハ 回 イ 九 ホ ハ ィ 八

傍
線
部
８
は
ど
う
い
う
こ
と
の
た
と
え
と
し
て
言
っ
て
い
る
の
か
、

次
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。

日
夜
俳
譜
に
心
を
砕
く
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
日
　
常
に
旅
を
し
て
心
を
修
め
る
。

毎
日
毎
日
を
仏
の
修
行
に
使
う
。　

　
　
　
　
　
　
　
二
　
俳
諸
を
忘
れ
て
、

旅
を
楽
し
む
。

俗
世
間
を
去
っ
て
、

清
閑
な
生
活
を
楽
し
む
。

次
の
イ
～
ヌ
の
文
の
う
ち
、

本
文
と
内
容
が

一
致
す
る
も
の
を
Ａ
と
し
、　

一
致
し
な
い
も
の
を
Ｂ
と
し
て
答
え
よ
。

芭
蕉
は
死
の
床
に
あ
っ
て
も
俳
譜
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
。

俳
譜
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
の
は
仏
の
言
う
妄
執
で
あ
っ
て
、

い
け
な
い
こ
と
だ
と
、

芭
蕉
は
思

っ
て
い
る
。

芭
蕉
は
常
に
俳
諸
の
こ
と
だ
け
を
考
え
つ
づ
け
て
き
た
。

い
ま
に
な
っ
て
も
俳
諸
に
心
を
煩
わ
せ
て
い
る
の
は
残
念
な
こ
と
だ
と
、

芭
蕉
は
考
え
て
い
る
。

死
ん
で
か
ら
後
は
俳
譜
の
こ
と
は
す
べ
て
忘
れ
た
い
と
、

芭
蕉
は
思
っ
て
い
る
。

俳
譜
に
熱
中
し
た
自
分
の
人
生
は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
、

芭
蕉
は
思
っ
て
い
る
。

芭
蕉
は
死
ぬ
ま
で
俳
譜
に
携
わ
っ
た
こ
と
を
誇
り
に
し
て
い
る
。

俳
譜
修
行
は
そ
の
ま
ま
仏
道
修
行
に
も
通
じ
る
と
、

芭
蕉
は
考
え
て
い
る
。

芭
蕉
は
い
つ
も
俳
諸
の
こ
と
を
忘
れ
よ
う
と
努
力
し
て
き
た
。

仏
の
道
に
比
べ
れ
ば
、

俳
諸
は
芭
蕉
に
と
っ
て
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ

っ
た
。


