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例
題次

の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。

今い
ま
は
む
か
し
昔
、
桃も
も

薗ぞ
の

と
云い
ふ

は
今
の
世せ

尊そ
ん

寺じ

也な
り

。
本も
と

は
寺
に
も
無
く
て
有あ
り

け
る
時
に
、
西
の
宮
の
左
の
大お
と
ど臣
な
む
住す
み

給た
ま
ひ

け
る
。

其そ

の
時
に
寝
殿
の
辰た
つ

巳み

の
母も

屋や

の
柱
に
、
木
の
節
の
穴
開あ
き

た
り
け
り
。
夜
に
成
れ
ば
、
其
の
木
の
節
の
穴
よ
り
小
さ
き

児ち
ご

の
手
を
指さ

し
出い

で
て
、
人
を
招
く
事
な
む
有
け
る
。
大
臣
此こ

れ
を
聞き
き

給
て
、
い
と
あ
さ
ま
し
く
怪
し
び
驚
お
ど
ろ
き

て
、
其
の

穴
の
上
に
経
を
結ゆ

ひ

付つ
け

奉
た
て
ま
つ
り

た
り
け
れ
ど
も
尚な
ほ

招ま
ね
き

け
れ
ば
、
仏
を
懸か
け

奉
た
り
け
れ
ど
も
招
く
事
尚
不や

止ま

ざ
り
け
り
。
此か

く

様
に
す
れ
ど
も
敢あ

へ

て
不と
ど
ま止
ら
ず
、
二ふ
た

夜よ

三み

夜よ

を
隔へ
だ
て

て
、
夜や

半は
ん

許ば
か
り

に
人
の
皆
寝い

ぬ
る
程
に
必
ず
招
く
也
け
り
。

而し
か

る
間
、
或あ

る
人
亦ま
た

試こ
こ
ろ

み
む
と
思お
も
ひ

て
、
征そ

箭や

を
一
筋
其
の
穴
に
指
し
入い
れ

た
り
け
れ
ば
、
其
の
征
箭
の
有
け
る
限か
ぎ
り

は

招
く
事
無
か
り
け
れ
ば
、
其
の
後
箭や

柄が
ら

を
ば
抜ぬ
き

て
、
征
箭
の
身
の
限
を
、
穴
に
深
く
打う
ち

入
れ
た
り
け
れ
ば
、
其そ
れ

よ
り
後
は

招
く
事
絶
え
に
け
り
。

此
れ
を
思
ふ
に
、
こ
こ
ろ
え
ぬ
事
也
。
定
め
て
も
の
の
霊
な
ど
の
す
る
事
に
こ
そ
は
有あ

り

け
め
。
其
れ
に
、
征
箭
の
験

し
る
し

当ま
さ

に
仏
経
に
増ま

さ

り
奉
て
、
恐お

ぢ

む
や
は
。

然し
か

れ
ば
、
其
の
時
の
人
皆
此
れ
を
聞
て
、
此か
く

な
む
怪
し
び
疑
ひ
け
る
、
と
な
む
語
り
伝
へ
た
る
と
や
。

重
要
古
語

重
要
古
語

本
＝
以
前
。
昔
。

辰
巳
＝
東
南
。

あ
さ
ま
し
＝
ひ
ど
い
。
は
な
は
だ
し
い
。

尚
＝
ま
だ
。
依
然
と
し
て
。

敢
て
…
…
打
消
＝
い
っ
こ
う
に
…
…
な
い
。
全
く

…
…
な
い
。

而
る
間
＝
そ
の
う
ち
。
や
が
て
。

定
め
て
＝
き
っ
と
。

其
れ
に
＝
そ
れ
に
し
て
も
。

例

ａ

Ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

Ｂ

基

  

礎

  

学

  

習

説
話
⑵

用
言
の
確
認
②

第第　
 

講
22

寺
に

左
の

の
穴

の
節

臣
此

び

を
懸か

け
り

人
の

入い
れ

た

り

は

深
く

け
め
。
其
れ
に
、
征
箭
の

し
る
し

Ａ

  

習

Sa
mp
leplm

く
て
有有あ
り
あ
り

け
る
時
に
、
西
の
宮

け
る
時
に
、
西

け
り
。
夜
に
成
れ
ば
、
其

け
り
。
夜
に
成
れ
ば
、

き

給
て
、
い
と
あ
さ
ま
し
く

、
い
と
あ
さ
ま

け
れ
ど
も
招
く
事
尚
不

ど
も
招
く
事
尚
や

止

る
程
に
必
ず
招
く
也
け
り

に
必
ず
招
く
也

れ
ば
、
其
の
征
箭
の
有
け
る

其
の
征
箭
の

た
り
け
れ
ば
、
其

り
け
れ
ば
、
其そ
れ
そ
れ

よ
り
後

よ

例例
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（「
今
昔
物
語
集
」）

（
注
）
母
屋
＝
寝
殿
造
り
の
中
央
、
廂ひ

さ
し

に
囲
ま
れ
た
部
分
。

　
　
　

仏
を
懸
＝
仏
の
像
を
鏡
盤
や
銅
盤
に
刻
ん
だ
り
は
っ
た
り
し
た
も
の
（
懸か

け

仏ぼ
と
け

）、
あ
る
い
は
仏
画
を
懸
け
る
こ
と
。

　
　
　

征
箭
＝
戦
闘
用
の
矢
。　
　

箭
柄
＝
矢
の
幹
の
部
分
。　
　

征
箭
の
身
＝
鏃や

じ
り

の
部
分
。

問
一

傍
線
部
ａ
〜
ｅ
の
動
詞
に
つ
い
て
、
例
に
な
ら
っ
て
、
活
用
の
種
類
を
答
え
よ
。

例

ラ
行
四
段
活
用

問
二

二
重
傍
線
部
Ａ
「
此
れ
」
の
内
容
を
簡
潔
に
説
明
せ
よ
。

問
三

二
重
傍
線
部
Ｂ
「
征
箭
の
験
当
に
仏
経
に
増
り
奉
て
、
恐
む
や
は
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

ア
〜
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

征
箭
の
霊
験
が
仏
に
勝
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
霊
が
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

イ

征
箭
の
霊
験
が
仏
に
勝
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
霊
が
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
の
だ
な
あ
。

ウ

征
箭
の
霊
験
が
仏
に
勝
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
仏
が
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

エ

征
箭
の
霊
験
が
仏
に
勝
っ
て
い
て
、
こ
れ
を
仏
が
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

オ

征
箭
の
霊
験
が
仏
に
勝
っ
て
い
て
は
、
仏
を
霊
が
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

問
一

動
詞
の
活
用
の
行
に
注
意

傍
線
部
ｂ
の
サ
行
変
格
活
用
動
詞
「
す
」
以
外
は
変
格
活
用
・
上
一
段
・
下
一
段
活
用
に
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
、「
ず
」

を
付
け
て
み
て
、
活
用
の
種
類
を
見
分
け
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ａ

指
し
出
で
（
ｅ
）
ず

⬇

下
二
段
活
用

ｃ

寝
ね
（
ｅ
）
ず　
　
　

⬇

下
二
段
活
用

ｄ

絶
え
（
ｅ
）
ず　
　
　

⬇

下
二
段
活
用

ｅ

こ
こ
ろ
え
（
ｅ
）
ず

⬇

下
二
段
活
用

こ
れ
で
ａ
は
ダ
行
下
二
段
活
用
、
ｃ
は
ナ
行
下
二
段
活
用
と
す
ぐ
に
わ
か
り
ま
す
。
し
か
し
、
ｄ
と
ｅ
は
活
用
の
行
に
注
意

が
必
要
で
す
。「
え
」
と
い
う
仮
名
は
五
十
音
図
の
中
に
二
回
出
て
き
ま
す
。

解
法
の
ポ
イ
ン
ト

プ
ラ
ス

「
寝い

」
一
語
で
「
眠
る
こ
と
・
睡
眠
」
を
意
味
す

る
名
詞
。
こ
の
名
詞
の
「
寝い

」
に
動
詞
の
「
寝ぬ

」

が
付
い
て
で
き
た
語
が
「
寝い

ぬ
」
で
あ
る
。
他
に

「
寝い

も
寝ね

ず
（
寝
な
い
）」「
寝い

も
寝ね

ら
れ
ず
（
眠

れ
な
い
）」「
寝い

を
寝ぬ

（
眠
る
）」
の
よ
う
に
、
助

詞
を
介
し
て
セ
ッ
ト
で
用
い
る
こ
と
も
多
い
。

仏
）

の
身
＝

や
じ

部
分

な
ら
っ
て
、
活
用
の
種
類
を
答
え
よ
。

潔
に

り
奉
て
、
恐
む
や
は
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当

が
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

恐
れれ

るる
とと

い

用

Sa
maSa
mp
leを

よ
。

む
や
は
」
の
解
釈
と
し
て

む
や
は
」
の
解
釈
と

い
う
こ
と
が
あ
る
と
は
思

こ
と
が
あ
る
と

う
こ
と
が
あ
る
の
だ
な
あ

が
あ
る

こ
と
が
あ
る
と
は
思
え
な

が
あ
る
と
は
思

と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

あ
る
だ
ろ
う
か

が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

る
と
は
思
え
な

れ
て
い
な

れ
て
い
な
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ア
行

あ

い

う

え

お

ヤ
行

や

い

ゆ

え

よ

ワ
行

わ

ゐ

う

ゑ

を

こ
の
よ
う
に
、「
い
」「
う
」「
え
」
は
二
か
所
ず
つ
出
て
き
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文
字
が
動
詞
の
語
尾
に
出
て
く
る
と
、

行
の
判
断
に
迷
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
た
だ
し
、
ア
行
で
活
用
す
る
の
は
「
得う

」
と
「
得
」
の
作
る
複
合
動
詞
だ
け
で
す
か

ら
、「
ア
行
動
詞
は
『
得
』
の
み
」
と
覚
え
て
し
ま
え
ば
、
ア
行
下
二
段
と
ヤ
行
下
二
段
は
す
ぐ
に
識
別
で
き
ま
す
。

問
二

指
示
語
の
内
容
を
確
認
す
る

本
文
に
は
、「
其
の
時
」「
此
れ
を
聞
給
て
」「
此
く
様
に
」「
其
の
後
」「
其
よ
り
後
」「
此
れ
を
思
ふ
に
」「
此
れ
を
聞
て
」

「
此
な
む
」
と
、
指
示
語
を
用
い
た
表
現
が
た
く
さ
ん
出
て
き
ま
す
。
出
て
く
る
度
に
、
そ
れ
ら
が
何
を
指
示
し
て
い
る
か
確

認
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
と
、
文
脈
を
し
っ
か
り
追
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

二
重
傍
線
部
Ａ
の
「
此
れ
」
が
指
す
の
は
直
前
の
「
寝
殿
の
辰
巳
の
母
屋
の
柱
に
、
木
の
節
の
穴
開
た
り
け
り
。
夜
に
成
れ

ば
、
其
の
木
の
節
の
穴
よ
り
小
さ
き
児
の
手
を
指
し
出
で
て
、
人
を
招
く
事
」
で
す
か
ら
、
こ
の
部
分
を
現
代
語
訳
し
て
み

て
、「
此
れ
を
聞
給
て
」
の
「
此
れ
」
に
当
て
は
ま
る
よ
う
に
文
を
整
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

問
三

文
脈
を
読
み
取
る

二
重
傍
線
部
Ｂ
「
征
箭
の
験
当
に
仏
経
に
増
り
奉
て
、
恐
む
や
は
」
を
直
訳
す
る
と
、「
征
箭
の
霊
験
が
仏
や
経
に
勝
り
申

し
上
げ
て
、
は
た
し
て
恐
れ
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
な
い
」
と
な
り
ま
す
。

解
釈
す
る
う
え
で
大
事
な
ポ
イ
ン
ト
が
二
つ
あ
り
ま
す
。

一
つ
目
は
「（
ま
さ
に
）
…
…
や
は
」
で
反
語
に
な
っ
て
い
る
（「
は
た
し
て
…
…
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
…
…
な
い
」）
こ
と

で
す
。「
や
は
」
の
文
末
用
法
で
反
語
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、「
は
た
し
て
恐
れ
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
恐
れ
る

こ
と
は
な
い
」
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
文
の
結
論
と
し
て
は
「
恐
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。二

つ
目
は
「
恐
む
」
の
主
語
が
何
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
直
訳
で
は
何
が
何
を
恐
れ
て
い
る
か
明
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
か

ら
、
そ
こ
を
補
い
ま
す
。

二
重
傍
線
部
Ｂ
の
前
に
起
こ
っ
た
こ
と
を
整
理
す
る
と
、「
夜
に
な
る
と
柱
の
節
穴
か
ら
子
供
の
手
が
出
て
、
手
招
き
す
る
」

↓
「
お
経
や
懸
仏
で
も
効
果
が
な
か
っ
た
」
↓
「
征
箭
を
差
し
込
ん
だ
ら
手
招
き
が
ぴ
た
り
と
や
ん
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
こ
か
ら
、
恐
れ
る
対
象
は
「
征
箭
（
の
霊
験
）」
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
そ
れ
で
は
、
何
が
「
征
箭
（
の
霊

験
）」
を
恐
れ
る
か
と
い
う
と
、
二
重
傍
線
部
Ｂ
の
直
前
に
「
定
め
て
も
の
の
霊
な
ど
の
す
る
事
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
も
の

鎌
倉
時
代
に
完
成
し
た
と
い
わ
れ
る
和
漢
混こ
ん

淆こ
う

文

は
、
平
安
時
代
後
期
に
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
、

「
今
昔
物
語
集
」
は
そ
の
先
駆
的
な
も
の
と
見
ら

れ
て
い
る
。「
而
る
間
」「
然
れ
ば
」
な
ど
は
漢
文

訓
読
か
ら
生
じ
た
語
。
漢
語
的
な
表
現
を
用
い
て

物
語
を
進
め
る
一
方
、
い
か
に
も
和
文
ら
し
い

「
な
む
」
や
「
あ
さ
ま
し
」
と
い
っ
た
語
彙
も
用

い
て
い
る
。

き
ま
す
か
ら
、
こ
れ
ら
の
文

行
で
活

「
得

ま
え
ば
、
ア
行
下
二
段
と
ヤ
行
下
二
段
は
す

く
様
に
」「
其
の
後
」「
其
よ
り
後
」「
此
れ
を
思

て
き
ま
す
。
出
て
く
る
度
に
、
そ
れ
ら
が
何
を

と
がの

辰
巳
の
母
屋
の
柱
に
、
木
の
節
の
穴
開
た
り
け

人
を
招
く
事
」
で
す
か
ら
、
こ
の
部
分
を
現
代

整
え

直
訳
す
る
と
、「
征
箭
の
霊
験
が
仏
や
経
に
勝
り

い
」

…
だこ

とは
思

る
か
明
示
さ
れ
て
い
ま
せ

手
が
出 Sa

mp
le得

」

段
と
ヤ
行
下
二

段
と
ヤ
行

其
の
後
」「
其
よ
り
後
」「
此

「
其
よ
り
後

。
出
て
く
る
度
に
、
そ
れ

出
て
く
る
度
に
、
そ

す
。屋

の
柱
に
、
木
の
節
の
穴

柱
に
、
木
の
節

事
」
で
す
か
ら
、
こ
の
部

す
か
ら
、

よ
い
で
し
ょ
う
。

で
し
ょ
う
。

S
と
、「
征
箭
の
霊
験
が
仏
や

箭
の
霊
験
が
仏

ま
す
。。か

、
い
や
、
…
…
な
い

い
や
、
…
…
な
い
」）

だ
ろ
う
か
、
い
や
、

だ
ろ
う
か
、
い
や

」
と
い
う

」
と
い
う
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の
霊
」
が
「
征
箭
（
の
霊
験
）」
を
恐
れ
る
と
い
う
関
係
が
確
認
で
き
ま
す
。

説
話
に
は
、
こ
の
よ
う
に
因
果
関
係
に
回
収
さ
れ
な
い
奇き

譚た
ん

も
数
多
く
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
近
代
以
降
の
言
語
感
覚
で
は

理
解
し
が
た
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
思
い
込
み
に
と
ら
わ
れ
ず
に
、
動
作
の
主
語
は
何
か
、
目
的
語
は
何
か
と
、
確
認
し
な
が

ら
正
確
に
読
み
進
め
ま
し
ょ
う
。

例
題
の
文
章
に
は
「
寝
殿
の
辰
巳
の
母
屋
」
と
あ
り
、
方
位
を
表
す
「
辰
巳
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
き
ま
し
た
。
古
文
の
世

界
で
は
方
位
や
時
刻
を
十
二
支
で
表
し
て
い
ま
し
た
。
古
方
位
を
問
わ
れ
た
ら
次
の
よ
う
な
円
を
思
い
浮
か
べ
ま
し
ょ
う
。

十
二
分
割
し
た
円
の
上
に
「
子ね

」、
時
計
回
り
に
「
丑う
し

」「
寅と
ら

」「
辰た
つ

」「
巳み

」
…
…
を
配
し
て
、
こ
れ
に
東
西
南
北
を
置
き
ま

す
。ま

た
、
時
刻
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
午
前
零れ
い

時じ

頃
を
「
子
の
刻こ
く

」
と
呼
び
ま
す
。
お
よ
そ
二
時
間
刻
み
で
順
に
「
丑
の
刻
」

「
寅
の
刻
」
と
な
り
、
お
昼
頃
は
「
午う
ま

の
刻
」
と
な
り
ま
す
。
現
在
の
「
正
午
」
と
い
う
言
い
方
に
名
残
が
見
ら
れ
ま
す
。

古
方
位

古
文
で
は
「
北
東
」
を
鬼
が
来
る
方
角
と
し
て

「
鬼
門
」
と
表
す
こ
と
が
あ
る
。
牛
の
角
と
虎
柄

の
着
物
を
ま
と
っ
た
鬼
の
姿
は
「
北
東
」
を
「
丑

寅
」
と
表
す
こ
と
に
起
因
す
る
。

古
文
で
は
方
角
に
吉
凶
が
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
の

で
、「
方
塞
が
り
」「
方
違た
が

へ
」
な
ど
方
角
に
関
係

す
る
語
の
知
識
が
役
に
立
つ
。「
方
塞
が
り
」
と

は
凶
と
さ
れ
る
方
角
に
目
的
地
が
あ
っ
て
行
け
な

い
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
「
方
違
へ
」
を
す

る
。「
方
違
へ
」
と
は
別
の
方
角
で
一
泊
し
て
か

ら
目
的
地
に
向
か
う
こ
と
。
凶
と
さ
れ
る
方
角
を

避
け
る
の
で
あ
る
。

一
刻
を
四
等
分
し
て
「
一
つ
」「
二
つ
」「
三
つ
」

「
四
つ
」
と
い
い
「
一
つ
＝
30
分
」
と
し
て
考
え

る
。「
子
一
つ
」
は
「
23
時
〜
23
時
30
分
」
を
表

す
。

023 1

子

1
つ

4
つ

2
つ

3
つ

亥い 023
22

21

20

19

18

17

16

15
14

13 12 11
10

9

8

7

6

5

4

3
2

1

子ね

丑う
し

北東
（艮）

寅と
ら

南東
（巽）

北西
（乾）

南西
（坤）

うしとら

たつみ

いぬい

ひつじさる

北

東

南

西 卯う

巳み

午う
ま

未ひ
つ
じ

申さ
る

酉と
り

戌い
ぬ

辰た
つ

と
あ
り
、
方
位
を
表
す
「
辰
巳
」
と
い
う
言
葉

し
た
。
古
方
位
を
問
わ
れ
た
ら
次
の
よ
う
な
円

「
丑う

こ

12

8
巽）

Sa
mp
le「辰巳」と「辰巳

位
を
問
わ
れ
た
ら
次
の

問
わ
れ
た
ら

「
辰た
つ

」「
巳
」「
巳みみ

」
…
…
を
配
し

」
…

mpm
巳み
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510

次
の
文
章
は
、
説
話
の
一
節
で
、
生
き
埋
め
に
な
っ
て
い
た
子
供
を
助
け
出
す
話
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。

「
い
ざ
、
こ
こ
掘
り
出い

だ
し
て
み
む
」
と
言
へ
ば
、
舎と
ね
り人
男を
の
こ、「
怖お
そ
ろ

し
気げ

」
と
言
ふ
を
、
主あ
る
じ、「
か
く
な
言
ひ
そ
。
も
し
、
人
な
ら
ば
、

人
生
け
む
は
極き

は

め
て
功く

徳ど
く

ぞ
か
し
」
と
て
、
馬
よ
り
降
り
て
、
こ
の
土
を
か
き
け
る
に
、
た
だ
今
迷ま
ど

ひ
つ
つ
埋う
づ

み
た
り
け
れ
ば
、
い
と
軟

ら
か
に
て
、
主
は
弓
の
本
を
も
て
か
き
去の

く
。
舎
人
男
は
手
を
も
て
か
き
去
く
る
に
従
ひ
て
、
こ
の
う
め
く
音こ
ゑ

近
く
な
る
。「
さ
れ
ば
よ
」

と
て
急
ぎ
掘
る
に
、
よ
く
も
埋
ま
ざ
り
け
れ
ば
、
穴
の
底
は
空す

き
た
る
や
う
に
て
、
こ
の
音
、
こ
れ
が
底
に
聞
き
な
し
て
掘
る
に
、
大
き

な
る
菜な

・
草
・
榑く
れ

の
ふ
さ
ぎ
た
る
を
、
か
ま
へ
て
引
き
上
げ
た
る
に
つ
き
て
、
こ
の
音
高
く
な
る
を
見
れ
ば
、
幼
き
児ち
ご

を
裸
に
剝は

ぎ
て
据

ゑ
た
り
。「
あ
な
い
み
じ
や
」
と
て
引
き
上
げ
て
見
れ
ば
、
こ
の
、
我
が
恋
し
と
思
ひ
て
急
ぎ
行
き
つ
る
甥を

ひ

の
児
に
て
あ
り
。「
そ
れ
よ
」

と
見
る
に
、
目
も
暮
れ
、
心
も
迷
ひ
て
、「
こ
は
い
か
な
る
事
ぞ
」
と
思
ひ
て
、
か
き
寄
せ
た
れ
ば
、
身
も
み
な
冷
え
渇か

わ

き
て
、
胸
の
も

と
の
少
し
暖
ま
り
た
る
。「
ま
づ
口
に
と
く
水
を
入
れ
ば
や
」
と
思
へ
ど
も
、
は
る
か
な
る
野
中
な
れ
ば
、
水
も
な
し
。
舎
人
男
に
「
水

も
と
め
よ
」
と
ば
か
り
言
ひ
掛
け
て
、
我
は
装
束
を
ま
ど
ひ
解
き
て
、
児
を
懐

ふ
と
こ
ろ

に
か
き
入
れ
て
、
肌
へ
に
あ
て
て
、「
仏
、
助
け
給た
ま

へ
。

こ
れ
が
命
、
生
け
給
へ
」
と
涙
の
堪
へ
あ
へ
ぬ
を
う
ち
の
ご
ひ
つ
つ
、
児
の
顔
を
見
れ
ば
、
唇
の
色
は
な
く
て
、
眠
り
入
り
た
る
や
う
な

る
を
、
強
く
抱
き
、
仏
を
念
じ
奉
る
験し

る
し

に
や
、
唇
の
色
、
少
し
出
で
来
に
た
り
と
見
る
ほ
ど
に
ぞ
、
舎
人
男
、
帷か
た

子び
ら

を
脱
ぎ
て
水
に
浸ひ
た

し
て
息
も
絶
え
絶
え
に
走
り
来
た
る
。

（「
今
昔
物
語
集
」）

（
注
）
舎
人
男
＝
下
級
の
役
人
。
こ
こ
で
は
馬
の
世
話
を
す
る
下
僕
。　
　

榑
＝
枝
切
れ
。

　
　
　

あ
な
い
み
じ
や
＝
あ
あ
ひ
ど
い
こ
と
だ
。　
　

帷
子
＝
夏
用
の
裏
地
の
な
い
着
物
。

重
要
古
語

重
要
古
語

な
…
…
そ
＝
…
…
し
て
く
れ
る
な
。

極
め
て
＝
こ
の
う
え
な
い
。

…
…
ぞ
か
し
＝
…
…
で
あ
る
よ
。

さ
れ
ば
よ
＝
や
っ
ぱ
り
だ
。

目
も
暮
る
＝
目
の
前
が
暗
く
な
る
。

仏
を
念
ず
＝
仏
に
祈
る
。

験
＝
霊
験
。

例

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ｆ

演

習

問

題

Ａ

出
す

男
、「
怖お
そ
ろ

ふ
を

よ
り
降
り
て
、
こ
の
土
を
か
き
け
る
に
、
た
だ

人
男
は
手
を
も
て
か
き
去
く
る
に
従
ひ
て
、
こ
の

底
は

が
底

た
る
に
つ
き
て
、
こ
の
音
高
く
な
る
を
見
れ
ば
、

我
が

児
に

ひ
て
、
か
き
寄
せ
た
れ
ば
、
身
も
み
な
冷
え
渇

は
る
か
な
る
野
中
な
れ
ば
、
水
も
な
し
。
舎
人

に
か
き
入
れ
て
、
肌
へ
に
あ
て
て
、「
仏
、
助
け

ば
、
唇
の
色
は
な
く
て
、
眠
り
入
り
た
る
や
う

ど
に
ぞ
、
舎
人
男
、
帷
子
を
Sa
mp
leをかきけるをかき
も
て
か
き
去
く
る
に
従
ひ

か
き
去
く
る

る
や
う
に
て
、
こ
の
音
、

る
や
う
に
て
、
こ
の
音

て
、
こ
の
音
高
く
な
る
を

こ
の
音
高
く
な

と
思
ひ
て
急
ぎ
行
き
つ
る

ひ
て
急
ぎ
行
き

き
寄
せ
た
れ
ば
、
身
も
み

せ
た
れ
ば
、
身

る
野
中
な
れ
ば
、
水
も
な

中
な
れ
ば
、
水

て
、
肌
へ
に
あ
て
て
、「
仏

、
肌
へ
に
あ
て
て

は
な
く
て

は
な
く
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問
一

傍
線
部
ａ
〜
ｆ
の
動
詞
に
つ
い
て
、
例
に
な
ら
っ
て
、
活
用
の
種
類
を
答
え
よ
。

例

ハ
行
四
段
活
用

ａｂｃｄｅｆ

問
二

二
重
傍
線
部
「
こ
れ
が
命
、
生
け
給
へ
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
を
○

で
囲
め
。

ア

仏
が
、
ご
自
分
の
使
命
を
全
う
す
る
こ
と
を
願
い
ま
す
。

イ

子
供
が
自
分
の
命
を
全
う
し
ま
す
よ
う
に
。

ウ

子
供
よ
、
自
分
の
寿
命
が
尽
き
る
ま
で
お
生
き
な
さ
い
。

エ

仏
よ
、
私
の
命
を
生
か
し
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。

オ

仏
よ
、
子
供
の
命
を
生
き
返
ら
せ
な
さ
っ
て
く
だ
さ
い
。

問
三

本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
も
の
を
次
の
1
〜
5
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
○
で
囲
め
。

1

主
人
と
舎
人
男
は
、
最
初
、
誰
が
埋
め
ら
れ
て
い
る
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

2

子
供
を
生
き
埋
め
に
し
た
人
は
、
し
っ
か
り
と
土
を
盛
っ
て
、
子
供
を
殺
し
た
と
確
信
し
た
。

3

子
供
は
、
助
け
出
さ
れ
る
ま
で
、
穴
の
中
で
う
め
き
声
を
上
げ
続
け
て
い
た
。

4

子
供
は
、
主
人
の
兄
弟
の
子
供
で
、
主
人
が
か
わ
い
が
っ
て
い
た
子
だ
っ
た
。

5

舎
人
男
は
、
子
供
の
た
め
に
水
を
探
し
出
し
て
、
自
分
の
着
物
に
含
ま
せ
て
運
ん
で
来
た
。

問
一
ａ
「
む
」
は
未
然
形
に
接
続
す
る

助
動
詞
。

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

⎣―――⎡

⎦―――⎤

問
二
「
給
ふ
」
は
こ
こ
で
は
、
尊
敬
語

の
補
助
動
詞
。
従
っ
て
「
生
け
」
は
連

用
形
。

問
三
「
た
だ
今
迷
ひ
つ
つ
埋
み
た
り
け

れ
ば
」
の
主
語
は
子
供
を
生
き
埋
め
に

し
た
人
。

と
し

の
中

す
。

番っ
たし

た

で
来

⎦―――――⎤

Sa
mp
le適

当
な
も
の
を
、
次
の

な
も
の
を
、
次
の
アア

で
囲
め
。

囲
め
。

し
た
。

し
た



16

読
解
読
解
のの

コ
ツ
コ
ツ

入
水
し
て
体
を
捨
て
、
往
生
し
よ
う
と

い
う
僧
と
、
そ
の
僧
を
取
り
囲
む
人
々
が

出
て
く
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
動
作
の
主
語
が

僧
な
の
か
、
僧
を
見
て
い
る
人
た
ち
な
の

か
確
か
め
な
が
ら
読
み
進
め
よ
う
。

重
要
古
語

重
要
古
語

申
＝
午
後
四
時
前
後
。

ま
だ
し
＝
ま
だ
早
い
。「
ま
だ
し
か
ん
」

は
形
容
詞
「
ま
だ
し
（
未
だ
し
）」
の

連
体
形
「
ま
だ
し
か
る
」
の
音
便
形
。

暮
ら
す
＝
時
を
過
ご
す
。

…
…
果
て
ん
＝
…
…
し
届
け
よ
う
。

く
く
む
＝
口
の
中
に
含
む
。

そ
こ
ら
＝
た
く
さ
ん
。
多
く
。

童
べ
＝
子
供
。

…
…
に
や
＝
…
…
で
（
あ
ろ
う
）
か
。

「
…
…
に
や
あ
り
け
ん
」
で
「
…
…
だ

っ
た
だ
ろ
う
か
」
の
意
味
。

510

次
の
文
章
は
入じ
ゅ

水す
い

往お
う

生じ
ょ
う

を
遂
げ
よ
う
と
い
う
僧
を
乗
せ
た
牛ぎ
っ

車し
ゃ

が
行
く
な
か
、
一
目
そ
の
姿
を
見
よ
う
と
人
々
が
つ
め
か
け
て
い
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。

さ
て
、
や
り
も
て
行
き
て
、
七
条
の
末
に
や
り
出い

だ
し
た
れ
ば
、
京
よ
り
は
ま
さ
り
て
、
入
水
の
聖ひ
じ
り

拝
ま
ん
と
て
、
川
原
の
石
よ
り

も
多
く
、
人
集
ひ
た
り
。
川
ば
た
へ
車
や
り
寄
せ
て
立
て
れ
ば
、
聖
、「
た
だ
今
は
何な

ん

時ど
き

ぞ
」
と
い
ふ
。
供
な
る
僧
ど
も
、「
申さ
る

の
下く
だ

り
に

な
り
候
ひ
に
た
り
」
と
い
ふ
。「
往
生
の
刻こ

く

限げ
ん

に
は
ま
だ
し
か
ん
な
る
は
。
今
少
し
暮
ら
せ
」
と
い
ふ
。
待
ち
か
ね
て
、
遠
く
よ
り
来
た

る
者
は
帰
り
な
ど
し
て
、
川
原
人
少
な
に
な
り
ぬ
。
こ
れ
を
見
果
て
ん
と
思
ひ
た
る
者
は
、
な
ほ
立
て
り
。
そ
れ
が
中
に
僧
の
あ
る
が
、

「
往
生
に
は
刻
限
や
は
定
む
べ
き
。
心
得
ぬ
事
か
な
」
と
い
ふ
。

と
か
く
い
ふ
程
に
、
こ
の
聖
、
褌

た
ふ
さ
ぎ

に
て
、
西
に
向
ひ
て
、
川
に
ざ
ぶ
り
と
入い

る
程
に
、
舟
ば
た
な
る
縄
に
足
を
か
け
て
、
づ
ぶ
り
と

も
入
ら
で
、
ひ
し
め
く
程
に
、
弟
子
の
聖
は
づ
し
た
れ
ば
、
さ
か
さ
ま
に
入
り
て
、
ご
ぶ
ご
ぶ
と
す
る
を
、
男
の
川
へ
お
り
下く

だ

り
て
、

「
よ
く
見
ん
」
と
て
立
て
る
が
、
こ
の
聖
の
手
を
取
り
て
、
引
き
上
げ
た
れ
ば
、
左
右
の
手
し
て
顔
払
ひ
て
、
く
く
み
た
る
水
を
吐
き
捨

て
て
、
こ
の
引
き
上
げ
た
る
男
に
向
ひ
て
、
手
を
摺す

り
て
、「
広
大
の
御
恩
蒙

か
う
ぶ

り
候さ

ぶ
ら

ひ
ぬ
。
こ
の
御
恩
は
極ご

く

楽ら
く

に
て
申
し
候
は
ん
」
と

い
ひ
て
、
陸く

が

へ
走
り
上の
ぼ

る
を
、
そ
こ
ら
集
ま
り
た
る
者
ど
も
、
童わ
ら
は

べ
、
川
原
の
石
を
取
り
て
、
撒ま

き
か
く
る
や
う
に
打
つ
。
裸
な
る
法

師
の
、
川
原
下
り
に
走
る
を
、
集
ひ
た
る
者
ど
も
、
受
け
取
り
受
け
取
り
打
ち
け
れ
ば
、
頭
打
ち
破わ

ら
れ
に
け
り
。

こ
の
法
師
に
や
あ
り
け
ん
、
大
和
よ
り
瓜う

り

を
人
の
も
と
へ
や
り
け
る
文
の
上う

は

書が

き
に
、
前さ

き

の
入
水
の
上
人
と
書
き
た
り
け
る
と
か
。

（「
宇
治
拾
遺
物
語
」）

①

②

③

演

習

問

題

Ｂ

な
か

だ
し
た
れ
ば
、
京
よ
り
は
ま
さ
り
て

て

と

だ
し
か
ん
な
る
は
。
今
少
し
暮
ら
せ
」
と
い
ふ

を
見
果
て
ん
と
思
ひ
た
る
者
は
、
な
ほ
立
て
り

ざ
ぶ

を
か

入
り
て
、
ご
ぶ
ご
ぶ
と
す
る
を
、
男
の
川
へ

左
右
の
手
し
て
顔
払
ひ
て
、
く
く
み
た
る
水
を

ら

ひ

ん
」

り
て

つ
。
裸

ち
破

に
け
り Sa

mp
le

S

ま

聖
、「
た
だ
今
は
何

、「
た
だ
今
は

な
ん

時

な
る
は
。
今
少
し
暮
ら
せ

今
少
し
暮

ん
と
思
ひ
た
る
者
は
、
な
ほ

ひ
た
る
者
は
、
な

る
程
に
、
舟
ば
た
な
る
縄

に
、
舟
ば
た
な

ご
ぶ
ご
ぶ
と
す
る
を
、
男

ぶ
と
す
る
を

し
て
顔
払
ひ
て
、
く
く
み

顔
払
ひ
て
、
く
く

の
御
恩
は
極

の
御
恩
は
極ご

く
ご

楽ら
く

に
て
に
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往
生現

世
へ
の
執
着
を
捨
て
、
死
ん
で
極
楽

浄
土
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
い
う
。
入

水
往
生
は
自
ら
水
中
に
身
を
投
じ
て
往
生

を
目
指
す
仏
道
修
行
の
ひ
と
つ
の
か
た

ち
。
入
水
や
断
食
の
よ
う
に
自
分
か
ら
す

す
ん
で
身
を
捨
て
る
こ
と
を
捨し
ゃ

身し
ん

往
生
と

い
い
、
浄
土
教
の
隆
盛
と
と
も
に
行
う

人
々
が
現
れ
た
。

問
一
「
や
は
…
…
べ
き
」
は
〈
疑
問
・

反
語
〉
の
用
法
。
そ
の
ど
ち
ら
で
あ
る

か
は
、「
心
得
ぬ
」
と
あ
る
こ
と
に
注

目
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

問
三

聖
は
高
徳
の
僧
を
指
す
。
説
話
は

一
般
に
、
そ
う
し
た
聖
、
高
僧
な
ど
の

行
跡
を
語
る
仏
教
説
話
と
、
日
常
の
世

俗
説
話
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
の
話
は
そ

の
ど
ち
ら
に
属
す
だ
ろ
う
か
。

（
注
）
や
り
も
て
行
き
て
＝
（
僧
を
乗
せ
た
牛
車
を
）
進
め
て
行
っ
て
。　
　

褌
＝
ふ
ん
ど
し
。

問
一

傍
線
部
①
「
往
生
に
は
刻
限
や
は
定
む
べ
き
。
心
得
ぬ
事
か
な
」
を
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
二

傍
線
部
②
「
広
大
の
御
恩
蒙
り
候
ひ
ぬ
。
こ
の
御
恩
は
極
楽
に
て
申
し
候
は
ん
」
か
ら
聖
が
入
水
す
る
気
が
な
く
な
っ
た
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

男
が
聖
を
水
か
ら
引
き
上
げ
た
こ
と
を
、
こ
れ
も
仏
の
御
恩
だ
ろ
う
な
ど
と
述
べ
た
と
こ
ろ
に
、
入
水
に
対
す
る
覚
悟
の
甘
さ

が
表
れ
て
い
る
か
ら
。

イ

聖
を
水
か
ら
引
き
上
げ
た
男
に
礼
を
述
べ
た
と
こ
ろ
に
、
本
当
に
入
水
し
て
往
生
す
る
つ
も
り
が
既
に
な
か
っ
た
こ
と
が
表
れ

て
い
る
か
ら
。

ウ

入
水
が
失
敗
し
た
の
を
男
の
せ
い
に
し
て
、
仏
の
報
い
が
あ
る
と
ま
で
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
聖
の
自
身
に
甘
い
性
格
が
表

れ
て
い
る
か
ら
。

エ

理
由
も
わ
か
ら
ず
手
を
差
し
伸
べ
た
男
に
極
楽
浄
土
を
約
束
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
聖
の
い
い
か
げ
ん
な
性
格
が
表
れ
て
い
る

か
ら
。

オ

入
水
を
手
伝
っ
た
弟
子
で
は
な
く
、
邪
魔
し
た
男
に
極
楽
の
話
を
聞
か
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
仏
教
徒
と
し
て
の
い
い
か
げ
ん

さ
が
表
れ
て
い
る
か
ら
。

問
三

傍
線
部
③
「
こ
の
法
師
に
や
あ
り
け
ん
、
…
…
書
き
た
り
け
る
と
か
」
と
い
う
後
日
談
は
、
こ
の
説
話
全
体
に
対
し
て
ど
の
よ
う

な
効
果
を
持
つ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
○
で
囲
め
。

1

人
格
の
優
れ
た
聖
で
あ
っ
た
こ
と
を
書
き
記
し
、
修
行
に
よ
っ
て
救
わ
れ
た
こ
と
を
伝
え
る
効
果
。

2

人
々
を
だ
ま
す
よ
う
な
聖
は
、
後
の
世
ま
で
も
笑
い
者
に
な
る
こ
と
を
教
訓
と
す
る
効
果
。

3

入
水
す
る
と
見
せ
か
け
た
聖
の
低
俗
な
人
間
性
を
強
調
し
、
話
の
喜
劇
性
を
示
す
効
果
。

4

自
ら
の
身
を
も
っ
て
喜
劇
を
演
じ
、
人
々
の
笑
い
を
誘
っ
た
聖
本
人
が
書
き
残
し
た
こ
と
を
示
す
効
果
。

5

立
派
な
行
い
を
し
て
い
る
聖
で
あ
っ
て
も
誤
ち
を
お
か
す
こ
と
を
伝
え
、
僧
の
戒
め
と
す
る
効
果
。

⎣――――⎡

⎦――――⎤

⎣――――⎡

⎦――――⎤

の
御
恩
は
極
楽
に
て
申
し
候
は
ん
」
か

も
の

び
、

、
こ
れ
も
仏
の
御
恩
だ
ろ
う
な
ど
と
述
べ
た
と

た
と
こ
ろ
に
、
本
当
に
入
水
し
て
往
生
す
る
つ
も

の
報
い
が
あ
る
と
ま
で
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、

を
約
束
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
聖
の
い
い
か
げ
ん

の
話
を
聞
か
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
仏
教
徒
と
し

い
う
後
日
談
は
、
こ
の
説
話
全
体
に
対
し
て
ど

番こ
とす

る効
果こ

と
を
示
す
効
果

す
る
効 Sa

mp
le候

の
中
か
ら
一

中
か

の
御
恩
だ
ろ
う
な
ど
と

恩
だ
ろ
う
な

、
本
当
に
入
水
し
て
往
生

入
水
し
て

る
と
ま
で
言
っ
て
い
る
と

ま
で
言
っ
て
い
る
と

い
る
と
こ
ろ
に
、
聖
の
い

こ
ろ
に
、

せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
仏

い
る
と
こ
ろ
に

S
は
、
こ
の
説
話
全
体
に
対

、
こ
の
説
話
全
体

で
囲
め
。

で
囲
め
。

る
効
果
。

る
効
果
。


