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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。

　

世
の
常
に
あ
る
人
の
い
み
じ
く
手
づ
つ
に
心
づ
き
な
く
見
ゆ
る
は
、
不
覚
に
思
慮
な
き
者
を
人
前
に
取
り
出
づ
る
こ
と
は
、
事
か
く
と
も
す
ま
じ
き
事
ぞ
か
し
。
さ
し
あ
た
り
て
人

な
き
時
は
よ
く
よ
く
教
へ
戒
め
て
、
有
る
べ
き
や
う
言
ひ
知
ら
せ
て
、
と
り
出い

だ
せ
る
に
、
そ
の
う
へ
猶な
ほ

あ
や
ま
ち
を
も
僻ひ
が

事こ
と

を
も
し
出
づ
る
は
、
さ
思
ひ
つ
る
こ
と
と
て
言
ひ
甲か

斐ひ

な
け
れ
ば
、
さ
て
こ
そ
あ
れ
。
そ
れ
を
内
に
て
は
言
ひ
も
教
へ
お
か
で
、
人
前
に
て
声
を
た
て
て
さ
い
な
み
腹
立
つ
こ
そ
人
目
見
苦
し
く
、
す
べ
て
そ
の
日
の
事
も
さ
む
る
こ
こ
ち
す

れ
。
そ
れ
に
従
者
も
あ
ひ
添
へ
て
つ
き
づ
き
し
く
の
べ
し
じ
め
あ
つ
か
ひ
を
る
事
、
主
に
劣
ら
ず
に
く
け
れ
。「
客
人
の
前
に
は
犬
を
だ
に
も
い
さ
か
ふ
ま
じ
」
と
こ
そ
文
に
も
見
え

た
れ
。
ま
し
て
人
を
勘
当
し
興
を
さ
ま
さ
む
事
、
有
る
べ
き
に
あ
ら
ず
。
か
や
う
の
事
を
見
る
に
は
、
よ
そ
に
て
も
汗
あ
ゆ
る
こ
と
多
か
り
。
人
々
寄
り
合
ひ
て
さ
る
べ
き
遊
び
な
ど

せ
む
に
は
、
た
と
ひ
身
に
と
り
て
安
か
ら
ず
口
惜
し
き
事
に
あ
ひ
た
り
と
も
、
構
へ
て
そ
の
日
の
さ
は
り
あ
ら
せ
じ
と
は
か
ら
ふ
べ
き
な
り
。「
そ
の
人
の
有
り
て
、
し
か
じ
か
の
折
、

事
さ
め
に
き
」
と
言
は
る
る
、
口
惜
し
き
事
な
り
。
し
か
れ
ば
、
行
か
ぬ
さ
き
よ
り
は
か
ら
ひ
、
あ
し
か
る
べ
き
所
へ
は
さ
し
出
で
ぬ
に
は
し
か
じ
。 

（『
十
訓
抄
』）

①

ａ

②

③

④

⑤

⑥

ｂ

ｃ

⑦

ｄ

ｅ

⑧

ｆ

⑨
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第

講

説
話
⑴

1

な
く
見

や
う

ひ
も

じ
め

あ
ら

り
と

き
者

そ
の

さ
いく

け
に
て

じ
と

さ
き
よ
り
は
か
ら
ひ
、
あ
し
か
る
べ
き
所
へ
は
さ

am
ple

am
ple思

せ
て
、
と
り
出

て
、
と
り
出いい

だ
せ
る

だ

か
で
、
人
前
に
て
声
を
た

人
前
に
て
声

か
ひ
を
る
事
、
主
に
劣
ら
ず

る
事
、
主
に
劣
ら
ず

や
う
の
事
を
見
る
に
は
、

事
を
見

へ
て
そ
の
日
の
さ
は
り
あ

そ
の
日
の
さ
は

Sa
か
ら
ひ
、
あ
し
か
る
べ
き

あ
し
か
る

⑤⑤

⑨



3

問
一　

波
線
部
ａ
〜
ｆ
の
「
に
」
の
中
で
、
格
助
詞
の
「
に
」
は
ど
れ
か
。
適
切
な
も
の
を
す
べ
て
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
ａ　

手
づ
つ
に　
　

ｂ　

文
に
も　
　
　
　
　
ｃ　

有
る
べ
き
に
あ
ら
ず

　
　

ｄ　

せ
む
に
は　
　
ｅ　

口
惜
し
き
事
に　
　

ｆ　

事
さ
め
に
き

問
二　

傍
線
部
①
「
手
づ
つ
に
心
づ
き
な
く
見
ゆ
る
は
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

相
手
に
対
し
て
無
遠
慮
だ
と
感
じ
る
の
は　
　
　

イ　

た
ど
た
ど
し
く
て
危
な
げ
に
見
え
る
の
は

ウ　

手
荒
で
不
親
切
に
感
じ
ら
れ
る
の
は　
　
　
　
　

エ　

不
調
法
で
不
愉
快
に
感
じ
ら
れ
る
の
は

オ　

自
ら
の
責
任
で
も
て
な
そ
う
と
し
な
い
の
は

問
三　

傍
線
部
②
「
事
か
く
と
も
す
ま
じ
き
事
ぞ
か
し
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
何
が
「
す
ま
じ
き
事
」
な
の
か
も
含
め
て
、
現
代
語
訳
せ
よ
。

問
四　

傍
線
部
③
「
人
な
き
時
」、
⑤
「
人
前
に
て
」
の
「
人
」
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
人
を
指
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

家
族　
　

イ　

気
の
き
い
た
召
使
い　
　

ウ　

客
人　
　

エ　

家
来
た
ち　
　

オ　

そ
ば
に
い
る
人

問
五　

傍
線
部
④
「
さ
て
こ
そ
あ
れ
」
と
は
「
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
き
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
、
説
明
せ
よ
。

問
六　

傍
線
部
⑥
「
す
べ
て
そ
の
日
の
事
も
さ
む
る
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

そ
の
日
の
手
は
ず
が
す
べ
て
狂
っ
て
し
ま
う　
　
　
　
　
　

イ　

そ
の
日
ま
で
の
出
来
事
が
納
得
で
き
る

ウ　

そ
れ
ま
で
の
準
備
の
ほ
ど
が
わ
か
っ
て
し
ま
う　
　
　
　
　

エ　

当
日
の
失
敗
の
原
因
を
つ
き
と
め
る

オ　

当
日
の
も
て
な
し
ま
で
が
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
な
る

問
七　

傍
線
部
⑦
「
よ
そ
に
て
も
汗
あ
ゆ
る
こ
と
多
か
り
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
言
う
筆
者
の
心
情
を
表
す
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の

中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

怒
り
・
共
感　
　

イ　

恐
怖
・
不
安　
　

ウ　

軽
蔑
・
冷
淡　
　

エ　

嫌
悪
・
羞
恥　
　

オ　

心
配
・
同
情

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

③

⑤

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

う
い
う
意
味
か
。
そ

イ

た
ど
た
ど
し
く
て
危
な感

じ

い
のか

し
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
何
が
「
す
ま
じ

」
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
う
い
う
人
を
指
す
か
。
そ
の

エ
な
さ
い
」
と
い
う
こ
と
だ
が
、
具
体
的
に
ど
う
い

そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア

ま
で敗

の

者
の
心
情
を
表
す
語 Sa
mp
le愉

ど
う
い
う
意
味
か
。
何
が

い
う
意
味
か
。

ぞ
れ
ど
う
い
う
人
を
指
す
か

ど
う
い
う
人
を
指

た
ち　
　

オオ

そ
ば
に
い

そ
ば

い
う
こ
と
だ
が
、
具
体
的

こ
と
だ
が
、
具S

し
て
最
も
適
切
な
も
の
を

て
最
も
適
切
な
も

事
が
納
得
で
き
る

事
が
納
得
で
き
る

つ
き
と
め

つ
き
と
め
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問
八　

傍
線
部
⑧
「
構
へ
て
そ
の
日
の
さ
は
り
あ
ら
せ
じ
と
は
か
ら
ふ
べ
き
な
り
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
一
つ

選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

相
手
と
よ
く
相
談
し
て
そ
の
日
の
行
事
に
差
し
障
り
の
な
い
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

イ　

相
手
の
出
方
を
よ
く
考
え
て
そ
の
日
の
遊
び
に
負
け
な
い
よ
う
に
計
画
す
べ
き
で
あ
る

ウ　

決
し
て
当
日
の
遊
び
に
不
都
合
を
起
こ
さ
せ
ま
い
と
心
づ
も
り
を
す
べ
き
で
あ
る

エ　

じ
ゅ
う
ぶ
ん
気
を
つ
け
て
予
定
の
日
に
行
事
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
と
り
は
か
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い

オ　

準
備
を
整
え
て
そ
の
日
の
行
事
に
支
障
が
な
い
よ
う
に
と
り
は
か
ら
わ
ね
ば
な
ら
な
い

問
九　

傍
線
部
⑨
「
あ
し
か
る
べ
き
所
へ
は
さ
し
出
で
ぬ
に
は
し
か
じ
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
よ
。

ア　

相
手
が
迷
惑
が
る
よ
う
な
家
へ
は
訪
問
す
る
も
の
で
は
な
い

イ　

自
分
の
身
に
危
険
な
こ
と
が
起
こ
る
と
予
想
さ
れ
る
所
へ
は
出
て
行
く
べ
き
で
は
な
い

ウ　

他
人
を
不
愉
快
に
さ
せ
る
よ
う
な
所
へ
わ
ざ
わ
ざ
出
か
け
る
の
は
愚
か
し
い
こ
と
だ

エ　

不
都
合
な
こ
と
が
起
き
そ
う
な
所
へ
は
初
め
か
ら
顔
を
出
さ
な
い
の
に
越
し
た
こ
と
は
な
い

オ　

悪
い
人
間
が
集
ま
っ
て
い
る
所
へ
行
っ
て
同
じ
よ
う
な
人
間
だ
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
だ

問
十　

筆
者
は
人
々
に
ど
う
い
う
態
度
を
と
る
よ
う
に
忠
告
し
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア　

他
人
と
交
際
す
る
時
は
、
自
分
の
感
情
を
抑
え
、
他
人
の
気
持
ち
を
思
い
や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

イ　

他
人
の
失
敗
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
責
め
ず
む
し
ろ
自
分
の
責
任
で
あ
る
か
の
よ
う
に
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ウ　

他
人
の
前
で
は
従
者
に
対
し
て
や
さ
し
い
態
度
を
と
り
、
気
持
ち
の
や
さ
し
い
人
間
と
し
て
ふ
る
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

エ　

従
者
に
不
満
が
あ
っ
て
も
感
情
を
あ
ら
わ
に
せ
ず
、
他
人
に
対
し
て
お
だ
や
か
に
接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

オ　

不
愉
快
な
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
他
人
に
不
快
な
気
持
ち
を
抱
か
せ
な
い
よ
う
に
自
己
抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

⎣――――⎡ 

⎦――――⎤

に
計
画
す

も
り
を
す
べ
き
で

行
わ
れ
る
よ
う
に
と
り
は
か
ら

な
い
よ
う
に
と
り
は
か
ら
わ
ね
ば
な
ら

し
出
で
ぬ
に
は
し
か
じ
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か

る
もさ

れざ
出顔

をな
人
間
だ
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
は
避
け
る
べ
き
だ

る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、

持
ち任

で
あ
る
か
の
よ
う
に
反
省
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

の
や
さ
し
い
人
間
と
し
て
ふ
る
ま
わ
ね
ば
な
ら
な

お
だよ

う

Sa
mp
leわ

し
か
じ
」
と
は
ど
う
い

か
じ
」
と
は
ど

な
いは

出
て
行
く
べ
き
で
は
な

は
出
て
行
く
べ
き
で
は

の
は
愚
か
し
い
こ
と
だ

愚
か
し
い
こ
と
だ

い
の
に
越
し
た
こ
と
は
な

に
越
し
た
こ
と

誤
解
さ
れ
る
こ
と
は
避
け

れ
る
こ

説
明
と
し
て
最
も
適
切
な

と
し
て
最
も
適

や
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

ね
ば
な
ら
な
い

の
よ
う
に
反
省
し
な
け
れ

に
反
省
し
な

人
間
と
し
て
ふ
る
ま
わ
ね

と
し
て
ふ
る
ま

接
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

な
け
れ
ば
な
らS

抑
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

制
し
な
け
れ
ば
な
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世
＝
古
語
で
は
「
期
間
」「
一
生
」「
現
世
」「
社
会
」「
天
下
」「
時
流
」「
世
評
」「
俗
世
間
」

「
男
女
の
仲
」
な
ど
多
義
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
世
間
」
が
適
切
。「
世
の
常
」
で

「
世
間
に
よ
く
あ
る
こ
と
」
の
意
味
。

い
み
じ
く
＝
た
い
そ
う
。
形
容
詞
「
い
み
じ
」
の
連
用
形
。

心
づ
き
な
く
＝
気
に
く
わ
な
い
。
形
容
詞
「
心
づ
き
な
し
」
の
連
用
形
。

見
ゆ
る
＝
感
じ
ら
れ
る
。
動
詞
「
見
ゆ
」
の
連
体
形
。

や
う
＝
「
様
式
・
手
本
」「
形
・
姿
」「
様
子
」「
事
情
」「
方
法
」「
道
理
」
な
ど
の
意
味

が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、「
様
式
・
手
本
」
が
適
切
。

猶
＝
や
は
り
。
依
然
と
し
て
。

僻
事
＝
道
理
に
外
れ
た
こ
と
。
間
違
い
。

さ
＝
そ
の
よ
う
に
。
一
文
字
だ
が
「
そ
う
」
と
い
う
意
味
を
表
す
副
詞
で
あ
る
。「
さ
思

ひ
つ
る
」
で
「
そ
う
な
る
と
思
っ
て
い
た
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
。

つ
き
づ
き
し
く
＝
ふ
さ
わ
し
い
。
調
和
が
と
れ
て
い
る
。
形
容
詞
「
つ
き
づ
き
し
」
の
連

用
形
。

に
く
け
れ
＝
憎
た
ら
し
い
。
見
苦
し
い
。
形
容
詞
「
に
く
し
」
の
已
然
形
。

〜
だ
に
＝
〜
だ
け
で
も
。
最
低
限
の
も
の
を
あ
げ
て
、
ほ
か
に
程
度
の
重
い
も
の
が
あ
る

こ
と
を
言
外
に
示
す
副
助
詞
。「
〜
だ
に
も
…
（
打
消
）」
で
「
〜
さ
え
も
…
な
い
」
と

い
う
意
味
。

文
＝「
書
物
」「
手
紙
」「
学
問
」「
漢
詩
」
な
ど
の
意
味
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
書
物
」

が
適
切
。

か
や
う
＝
こ
の
よ
う
。

さ
る
べ
き
＝
し
か
る
べ
き
。

安
か
ら
ず
＝
心
穏
や
か
で
な
い
。「
平
穏
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
形
容
詞
「
安
し
」
の

未
然
形
に
、〈
打
消
〉
の
助
動
詞
「
ず
」
が
付
い
た
も
の
。

口
惜
し
き
＝
残
念
だ
。
無
念
だ
。
形
容
詞
「
口
惜
し
」
の
連
体
形
。

さ
は
り
＝
支
障
。
差
し
障
り
。

〜
し
か
じ
＝
〜
に
及
ば
な
い
だ
ろ
う
。「
及
ぶ
」
と
い
う
意
味
の
動
詞
「
し
く
」
の
未
然

形
に
、〈
打
消
推
量
〉
の
助
動
詞
「
じ
」
の
付
い
た
も
の
。

11

重
要
古
語 

▪ 

　

人
を
召
し
使
う
主
人
に
対
す
る
訓
戒
で
あ
る
。

　

従
者
（
召
し
使
い
）
は
失
敗
す
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
無
遠
慮
な
人
物
を
人
前

に
出
し
て
は
い
け
な
い
、
万
が
一
従
者
が
失
敗
し
て
も
、
人
前
で
叱
っ
て
は
興
ざ
め
に
な

る
の
で
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
け
、
な
ど
の
戒
め
が
記
さ
れ
て
い
る
。

○
遊
び
…
中
古
か
ら
中
世
に
か
け
て
は
、「
遊
び
」
と
い
え
ば
ほ
ぼ
「
管
弦
の
遊
び
」、
す

な
わ
ち
笛
や
琴
な
ど
を
演
奏
す
る
、
音
楽
の
催
し
を
指
し
た
。「
行
楽
」「
狩
猟
」
な
ど

の
意
味
を
表
す
こ
と
も
あ
る
が
、
基
本
的
に
は
管
弦
の
遊
び
だ
と
思
っ
て
よ
い
。

　
　

池
や
川
に
船
を
浮
か
べ
て
の
、
貴
族
た
ち
の
華
麗
な
管
弦
の
遊
び
の
風
景
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
物
語
や
随
想
に
も
数
多
く
描
か
れ
て
い
る
。

　
『
十じ
っ

訓き
ん

抄し
ょ
う』
は
鎌
倉
時
代
中
期
の
説
話
集
。
編
者
は
六ろ
く

波は

羅ら

二じ

﨟ろ
う

左ざ

衛え

門も
ん

入に
ゅ
う

道ど
う

と
の

説
が
有
力
。
建け
ん

長ち
ょ
う

四
年
（
一
二
五
二
年
）
成
立
。
三
巻
か
ら
な
り
、
約
二
百
八
十
の
説

話
を
収
め
る
。
若
者
に
向
け
て
、
善
悪
の
道
な
ど
を
示
し
た
啓け
い

蒙も
う

書し
ょ

。

　

説
話
と
は
、
人
々
の
間
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
き
た
話
を
い
い
、
神
話
、
伝
説
、
昔
話
、

世
間
話
、
仏
教
話
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
体
験
的
な
事
実
と
し
て
で
は
な
く
、
人
か
ら
聞
い

た
伝
聞
と
し
て
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
説
話
を
集
め
た
も
の
を
「
説
話
集
」

と
い
い
、
現
存
す
る
最
古
の
説
話
集
は
、
平
安
時
代
初
期
に
成
立
し
た
『
日に

本ほ
ん

霊り
ょ
う

異い

記き

』

と
さ
れ
て
い
る
。

　
　

 平
安
時
代　
『
日
本
霊
異
記
』（
景き
ょ
う

戒か
い

著
）　　
　

 

『
今こ
ん

昔じ
ゃ
く

物も
の

語が
た
り

集し
ゅ
う』（
編
者
未
詳
）

鎌
倉
時
代　
『
宇う

治じ

拾し
ゅ
う

遺い

物も
の

語が
た
り』（
編
者
未
詳
）　
『
発ほ
っ

心し
ん

集し
ゅ
う』（
鴨か
も
の

長ち
ょ
う

明め
い

著
）

　
　
　
　
　
『
古こ

今こ
ん

著ち
ょ

聞も
ん

集じ
ゅ
う』（
橘
た
ち
ば
な
の

成な
り

季す
え

編
）　　

 『
沙し
ゃ

石せ
き

集し
ゅ
う』（
無む

住じ
ゅ
う

一い
ち

円え
ん

著
）

22

内
容
の
ポ
イ
ン
ト 

▪ 

33

古
文
常
識 

▪ 

4

出
典
紹
介 

▪ 

5

説
話
の
紹
介 

▪ 

▪
代
表
的
な
説
話
集
▪

の
常
」

し
」
の

形
。情

。

表
す意

味「
つ

形
。い

も…
な

書
物

○
なの

意池
やな

物

は
鎌長ょ

う

四に
向

語
れ
るに

特
集
は

介

　
平
安
時
代

な
説
話 Sa
mp
le

mp
「
道
理
」
な
ど
の
意
味

理
」
な
ど
の

で
あ
る
。「
さ
思

。し
」
の
連連る

　　
『
十
『
じ
っ

訓き
ん

説
が
有
力
。

が
有

話
を
収
め
る
。

話
を
収
め

説
話
と
は
、
人
々
の

説
話
と
は
、
人

世
間
話
、
仏
教
話
な
ど
が

間
話
、
仏
教
話
な

伝
聞
と
し
て
語
ら
れ

伝
聞
と
し
て
語
ら

い
、
現
存

い
、
現
存

mm出
典aa55説話の紹

介

説
話
の
紹


