
学
習
日　
　
　

月　
　
　

日

160

春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
し
ろ
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
少
し
あ
か
り
て
、
紫

む
ら
さ
き

だ
ち
た

る
雲
の
細
く
た
な
び
き
た
る
。
夏
は
夜
。
月
の
こ
ろ
は
さ
ら
な
り
。
や
み
も
な
ほ
、
ほ

た
る
の
お
ほ
く
飛
び
ち
が
ひ
た
る
。
ま
た
、
た
だ
ひ
と
つ
ふ
た
つ
な
ど
、
ほ
の
か
に
う

ち
ひ
か
り
て
行
く
も
を
か
し
。
雨
な
ど
降
る
も
を
か
し
。

秋
は
夕
ぐ
れ
。
夕
日
の
さ
し
て
山
の
は　

い
と
ち
か
う
な
り
た
る
に
、
か
ら
す
の
ね

ど
こ
ろ
へ
行
く
と
て
、
み
つ
よ
つ
、
ふ
た
つ
み
つ
な
ど
、
飛
び
い
そ
ぐ
さ
へ
あ
は
れ
な

り
。
ま
い
て
、
雁か

り

な
ど
の
連
ら
ね
た
る
が
、
い
と
ち
ひ
さ
く
見
ゆ
る
は
い
と
を
か
し
。

日
入
り
は
て
て
、
風
の
音
、
虫
の
音ね

な
ど
、
は
た
言
ふ
べ
き
に
あ
ら
ず
。

〈
清
少
納
言
「
枕
草
子
」
よ
り
〉

（
注
）
例
文
右
側
は
省
略
さ
れ
た
語
句
、
左
側
は　
　

線
部
の
現
代
語
訳
で
あ
る
。

学
習
の
要
点

古
典
は
、
一
般
的
に
は
古
文
で
書
か
れ
た
明
治
時
代
以
前
の
作
品
を
い
う
。

⑴　

歴
史
的
か
な
づ
か
い（
旧
か
な
づ
か
い
）…
…
現
代
の
も
の
と
異
な
る
。

〈
例
〉
や
う
や
う
＝
よ
う
よ
う　
　

 　

山
ぎ
は
＝
山
ぎ
わ

お
ほ
く
＝
お
お
く　
　

 　

飛
び
ち
が
ひ
た
る
＝
飛
び
ち
が
い
た
る

⑵　

古
語
…
…
現
代
語
と
同
じ
で
も
意
味
の
異
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
注
意
す
る
。

〈
例
〉
〜
な
り
。
〜
た
り
。＝
〜
だ
。
〜
で
あ
る
。

を
か
し
＝（
古
）興
が
あ
る
（
現
）こ
っ
け
い
だ
、
変
だ

あ
は
れ
＝（
古
）趣
が
あ
る
（
現
）か
わ
い
そ
う
だ
、
み
じ
め
だ

⑶　

省
略
…
…
主
語
、
述
語
、
助
詞
、
体
言
の
省
略
が
多
い
の
で
注
意
す
る
。

〈
例
〉
春
は
あ
け
ぼ
の（
が
よ
い
）　　
　
秋
は
夕
ぐ
れ（
が
よ
い
）

山
ぎ
は（
が
）少
し
あ
か
り
て

（
ほ
た
る
が
）〜
う
ち
ひ
か
り
て
行
く（
の
）も
を
か
し

雨
な
ど
降
る（
の
）も
を
か
し

⑷　

文
語
文
法
…
…
文
法
で
は
特
に
次
の
点
に
注
意
す
る
。

①
係
り 

結
び
の
法
則
…
…
係
助
詞
「
ぞ
、
な
む
、
か
、
や
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る

時
は
連
体
形
で
、「
こ
そ
」
の
と
き
は
已い

然ぜ
ん

形
で
結
ぶ
。

〈
例
〉
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る（
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」）

し
ば
し
と
て
こ
そ
立
ち
止
ま
り
つ
れ（
完
了
の
助
動
詞
「
つ
」）

②
助
詞
「
の
」
の
用
法
…
…
現
代
語
で
は
「
が
」
と
訳
せ
る
場
合
が
多
い
。

〈
例
〉
雲
の（
＝
が
）細
く
た
な
び
き
た
る

③
敬
語 

…
…
古
文
の
敬
語
は
複
雑
で
あ
る
。
主
語
が
省
略
さ
れ
て
い
て
も
敬
語
の

種
類
で
推
定
で
き
る
こ
と
が
多
い
。

〈
例
〉
た
ま
ふ
＝
く
だ
さ
る（
尊
敬
）、
い
た
だ
く（
謙
譲
）

〜
は
べ
り
＝
〜
で
す
、
ま
す（
丁
寧
）

（
よ
う
や
く
）

（
が
よ
い
。）

（
が
）

（
山
の
稜
線
に
接
す
る
空
）

（
紫
が
か
っ
た
）

（
が
）

（
と
こ
ろ
が
よ
い
。）

（
が
よ
い
。）

（
の
す
ば
ら
し
さ
）

（
い
っ
そ
う
よ
い
）

（
の
夜
）

（
が
）

（
と
こ
ろ
が
よ
い
）

（
ほ
た
る
が
）

（
か
す
か
に
）

（
の
）（

興
が
あ
る
）

（
の
）（

興
が
あ
る
）

（
が
よ
い
）

（
が
）

（
山
の
稜
線
）
（
た
い
そ
う
近
く
）

（
と
き
）

（
が
）

（
の
）

（
趣
が
深
い
）

（
ま
し
て
）

（
が
）

（
の
）

（
た
い
そ
う
）

（
の
）（

た
い
そ
う
興
が
あ
る
）

（
が
）

（
沈
ん
で
し
ま
っ
て
）

（
聞
こ
え
る
と
き
の
す
ば
ら
し
さ
は
）

（
今
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い
）

27
古

　
典

　
⑴

　
随
筆
／
紀
行
文
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１　

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

冬
は
＊
つ
と
め
て
。
雪
ⓐ
の
降
り
た
る
は
①
い
ふ
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
霜
ⓑ
の
い

と
し
ろ
き
も
、
ま
た
＊
さ
ら
で
も
い
と
寒
き
に
、
火
な
ど
い
そ
ぎ
お
こ
し
て
、
炭
も

て
わ
た
る
も
い
と
②
＊
つ
き
づ
き
し
。
昼
に
な
り
て
、
ぬ
る
く
③
ゆ
る
び
も
て
い
け

ば
、
火
桶を

け

ⓒ
の
火
も
し
ろ
き
灰
が
ち
に
な
り
て
＊
わ
ろ
し
。

〈
清
少
納
言
「
枕
草
子
」
よ
り
〉

（
注
）
つ
と
め
て
＝
早
朝
。　
　
　
　

さ
ら
で
も
＝
そ
れ
で
な
く
て
も
。

つ
き
づ
き
し
＝
似
つ
か
わ
し
い
。　
　
　

わ
ろ
し
＝
み
っ
と
も
な
い
。

 

⑴　

か
な
づ
か
い　
　

線
①
「
い
ふ
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
書
き
な
さ
い
。

 

⑵　

助
詞
「
の
」
の
意
味　
　

線
ⓐ
〜
ⓒ
の
三
つ
の
「
の
」
の
う
ち
、
他
の
二
つ

と
意
味
の
異
な
る
も
の
を
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
い
て
答
え
な
さ
い
。 

 

⑶　

解　

釈
　
　

線
②
「
つ
き
づ
き
し
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
が
何
に
「
似
つ
か

わ
し
い
」
の
で
す
か
。
次
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

炭
を
持
っ
て
通
っ
て
行
く
姿
が
、
火
を
お
こ
す
姿
に
。

イ　

寒
い
冬
の
朝
が
、
火
桶
の
火
に
。

ウ　

火
桶
の
火
が
、
火
を
お
こ
す
姿
に
。

エ　

炭
を
持
っ
て
通
っ
て
行
く
姿
が
、
寒
い
冬
の
朝
に
。  

 

⑷　

解　

釈
　
　

線
③
「
ゆ
る
び
」
と
あ
り
ま
す
が
、何
が
「
ゆ
る
む
」
の
で
す
か
。

考
え
て
二
字
で
書
い
て
答
え
な
さ
い
。 

２　

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

＊
三
代
の
栄え

い

耀え
う

①
一
睡
の
う
ち
に
し
て
、
＊
大だ

い

門も
ん

の
跡
は
一
里
こ
な
た
に
あ
り
。

秀ひ
で

衡ひ
ら

②
が
跡
は
田
野
に
な
り
て
、
＊
金き

ん

鶏け
い

山ざ
ん

の
み
形
を
残
す
。
ま
づ
＊
高た

か
だ
ち館

に
登
れ

ば
、
北
上
川
南
部
よ
り
流
る
る
大
河
な
り
。
衣こ

ろ
も

川が
は

は
、
和い

づ
み泉

が
城じ

や
う

を
巡
り
て
、
高

館
の
も
と
に
て
大
河
に
落
ち
入
る
。
泰や

す
ひ
ら衡

ら
③
が
旧
跡
は
、
衣こ

ろ
も

が
関せ

き

を
隔
て
て
、

南
部
口
を
さ
し
固
め
、
蝦え

夷ぞ

を
防
ぐ
と
見
え
た
り
。
さ
て
も
＊
義
臣
す
ぐ
つ
て
こ

の 

城じ
や
う

に
こ
も
り
功
名
一
時
の
草
む
ら
と
な
る
。
国
破
れ
て
山
河
あ
り
、
城
春
に
し

て
草
青
み
た
り
と
、
か
さ
打
ち
敷
き
て
、
時
の
移
る
ま
で
④
涙
を
落
と
し
は
べ
り
ぬ
。

夏
草
や
つ
は
も
の
ど
も
が
夢
の
跡 

〈
松
尾
芭
蕉
「
奥
の
細
道
」
よ
り
〉

（
注
）
三
代
＝
奥
州
藤
原
氏
、
清き

よ
ひ
ら衡

、
基も

と
ひ
ら衡

、
秀ひ

で
ひ
ら衡

三
代
。

大
門
、
金
鶏
山 

＝
一
族
の
居
館
、
平ひ

ら
い
ず
み
だ
ち

泉
館
の
正
門
を
「
大
門
」、
西
方
の

築つ
き
や
ま山

を
「
金
鶏
山
」
と
い
っ
た
。

高
館
＝
源
義
経
の
居
館
の
跡
。　
　
　

義
臣
＝
義
経
の
忠
義
な
家
臣
。

 

⑴　

語
句
の
意
味　
　

線
①
「
一
睡
の
う
ち
に
し
て
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切

な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

眠
る
よ
う
に
息
を
ひ
き
と
っ
て
し
ま
い
、

イ　

う
た
た
寝
し
て
い
る
う
ち
に
、
い
つ
の
ま
に
か
消
え
て
、

ウ　

う
た
た
寝
の
夢
の
よ
う
に
消
え
て
、

エ　

眠
っ
て
い
る
間
に
、
す
べ
て
が
終
わ
っ
て
し
ま
い
、  

 

⑵　

助
詞
「
が
」
の
意
味　
　

線
②
、
③
の
二
つ
の
「
が
」
は
、
現
代
語
で
は
ど

う
い
う
意
味
で
す
か
。
ひ
ら
が
な
一
字
で
書
い
て
答
え
な
さ
い
。 

 

⑶　

主　

語
　
　

線
④
「
涙
を
落
と
し
は
べ
り
ぬ
」
は
主
語
が
省
略
さ
れ
て
い

ま
す
。
誰だ

れ

の
行
為
か
、
考
え
て
書
き
な
さ
い
。 

確
認
問
題

5
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１　

次
の
古
文
と
そ
の
口
語
訳
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

御お
ん
め
の
と

乳
母
①
の
日ひ

う
が向

へ
く
だ
る
に
、
賜た

ま

は
す
る
扇あ

ふ
ぎ

の
、
片か

た

つ
か
た
は
日
い
と
う
ら

ら
か
に
さ
し
た
る
田ゐ

な
か舎

の
館た

ち

な
ど
お
ほ
く
し
て
、
い
ま
片
つ
か
た
は
京
の
さ
る
べ
き

所
に
て
、
雨
い
み
じ
う
降
り
た
る
に
、

＊
あ
か
ね
さ
す
日
に
む
か
ひ
て
も
思
ひ
出
で
よ
都
は
晴
れ
ぬ
②
な
が
め
す
ら
ん

と
御お

ん

手て

に
て
書
か
せ
た
ま
へ
る
、
い
み
じ
う
③
あ
は
れ
な
り
。
④
さ
る
君
を
見
お

き
⑤
た
て
ま
つ
り
て
⑥
こ
そ
え
行
く
ま
じ
け
れ
。

（
注
）
あ
か
ね
さ
す
＝
「
日
」
の
枕ま

く
ら
こ
と
ば詞

。

〈
口
語
訳
〉
一
条
天
皇
の
中ち

ゅ
う
ぐ
う宮（

＝
皇
后
）定て

い

子し

の
御
乳
母
が
日
向（
＝
今
の
宮
崎

県
）へ
行
っ
て
し
ま
う
時
に
、
中
宮
が
餞せ

ん
べ
つ別

と
し
て
お
与
え
に
な
ら
れ
た
扇
の
、
片

面
に
は
日
が
た
い
そ
う
う
ら
ら
か
に
さ
し
て
い
る
田
舎
の
屋
敷
な
ど
を
多
く
描
き
、

も
う
片
面
に
は
都
の
し
か
る
べ
き
所
で
、
雨
が
ひ
ど
く
降
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
描
き
、

そ
こ
に①

に
行
っ
て
も
思
い
出
す
の
で
す
よ
。
都
で
は
私
が
長
雨
に
降
り
こ
め
ら

れ
て
、
心
も
晴
れ
ず
に
も
の
思
い
に
ふ
け
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
と
ね
。

と
、
中
宮
が
ご
自
分
の
手
で
お
書
き
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
と
て
も

②

。
こ

の
よ
う
な
御
主
人
を
お
残
し
申
し
上
げ
て
は
、
と
て
も
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ

う
。 

〈
清
少
納
言
「
枕
草
子
」
よ
り
〉

 

⑴　
　
　

線
①
「
の
」
と
、
意
味
・
用
法
が
同
じ
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア　

雨
が
や
む
の
を
待
つ
。　
　
　

イ　

私
の
本
は
こ
れ
で
す
。

ウ　

今
日
は
兄
の
帰
る
日
で
す
。　

エ　

ど
こ
へ
行
く
の
。 

 

⑵　
　
　

線
②
「
な
が
め
」
は
「
長な

が
め雨

」
と
「
眺
め
」
の
掛か

け

詞こ
と
ば

で
す
。「
眺
め
」
の

意
味
を
口
語
訳
の
中
の
語
句
を
用
い
て
書
い
て
答
え
な
さ
い
。

 

⑶　
　
　

線
⑤
「
た
て
ま
つ
り
」
と
い
う
敬
語
の
種
類
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア　

尊
敬　
　
　

イ　

謙
譲　
　
　

ウ　

丁
寧 

⑷　
　
　

線
⑥
「
こ
そ
」
の
下
に
は
あ
る
特
定
の
活
用
形
が
続
き
ま
す
。

①　

そ
の
活
用
形
の
こ
と
ば
を
、
文
中
か
ら
一
語
で
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

 

②　

こ
の
よ
う
な
文
法
上
の
規
則
を
何
と
い
い
ま
す
か
。
書
い
て
答
え
な
さ
い
。

  

⑸　

①

に
あ
て
は
ま
る
一
語
を
、
古
文
の
中
か
ら
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

 

　

 

⑹　

②

に
は　
　

線
③
「
あ
は
れ
な
り
」
の
現
代
語
訳
が
入
り
ま
す
。
次
か

ら
あ
て
は
ま
る
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

気
の
毒
だ
っ
た　
　
　

イ　

お
そ
れ
お
お
か
っ
た

ウ　

感
慨
深
か
っ
た　
　
　

エ　

う
れ
し
か
っ
た 

 
⑺　
　
　

線
④
「
さ
る
君（
こ
の
よ
う
な
ご
主
人
）」
と
は
、
ど
ん
な
ご
主
人
で
す
か
。

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

ア　

機
知
に
富
ん
だ　
　
　

イ　

愛
情
の
こ
ま
や
か
な

ウ　

幼
く
頼
り
な
い　
　
　

エ　

気
前
の
よ
い 
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２　

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

「
船
①
と
く
こ
げ
。
日
の
よ
き
に
。」
と
＊
も
よ
ほ
せ
ば
、
か
ぢ
取
り
、
船ふ

な

子こ

ど
も

に
い
は
く
、「
み
船
よ
り
、
仰お

ほ

せ
た
ぶ
な
り
。
朝
き
た
の
、
い
で
こ
ぬ
先
に
、
綱つ

な

手で

は
や
ひ
け
。」
と
い
ふ
。
こ
の
言
葉
の
歌
の
や
う
な
る
は
、
②
か
ぢ
取
り
の
お
の
づ

か
ら
の
言
葉
な
り
。
か
ぢ
取
り
は
、
＊
う
つ
た
へ
に
、
③
わ
れ
歌
の
や
う
な
る
こ
と

い
ふ
と
に
も
あ
ら
ず
。
聞
く
人
の
、「
あ
や
し
く
、
歌
め
き
て
も
い
ひ
つ
る
か
な
。」

と
て
、
書
き
い
だ
せ
れ
ば
、
＊
げ
に
三み

十そ

字も
じ

あ
ま
り
な
り
け
り
。

〈
紀
貫
之
「
土
佐
日
記
」
よ
り
〉

（
注
）
も
よ
ほ
せ
ば
＝
催
促
す
る
と
。

う 

つ
た
へ
に
、
わ
れ
歌
の
や
う
な
る
こ
と
い
ふ
と
に
も
あ
ら
ず
＝
必
ず
し

も
、
自
分
が
歌
の
よ
う
な
文
句
を
言
う
と
思
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

げ
に
＝
そ
の
と
お
り
。

「
土
佐
日
記
」
に
あ
る
、
ふ
し
ぎ
な
明
る
さ
、
ユ
ー
モ
ア
は
、
作
者
の
船
旅
へ
の

感
興
か
ら
き
て
い
ま
す
。
こ
と
に
、
作
者
が
今
ま
で
知
ら
ぬ
、
船
子
（
水
夫
）、
か

ぢ
取
り
（
船
頭
）
の
た
た
ず
ま
い
。
荒
々
し
い
船
頭
ら
の
あ
り
さ
ま
、
言
う
こ
と
す

る
こ
と
、
う
た
う
う
た
。

荒
く
れ
男
た
ち
は
何
の
教
養
も
な
い
無
心
な
人
々
な
が
ら
、
そ
れ
だ
け
に
、
言
う

言
葉
が
、
ふ
と
、
お
も
し
ろ
い
の
で
す
。

あ
る
日
、「
船
を
早
く
出
せ
。
天
気
が
よ
い
の
に
。」
と
言
い
ま
す
と
、
か
ぢ
取
り

は
か
し
こ
ま
っ
て
叫
び
ま
し
た
。「
お
船
の
ご
主
人
か
ら
の
ご
命
令
だ
ぞ
。
朝
の
は

げ
し
い
北き

た
か
ぜ風

が
吹
き
出
さ
な
い
う
ち
に
、
さ
あ
早
く
綱
を
引
け
。」

船
旅
の
一
行
は
そ
れ
を
聞
い
て
、

※

と
興
じ
入
り
ま
す
。
船
頭
が
い
つ
も

使
っ
て
い
る
言
葉
で
水
夫
に
指
図
す
る
と
、
自
然
に
、
三み

十そ

一ひ
と

文も

字じ

の
歌
に
な
っ
て

い
た
の
で
す
。

④
私
は
、
こ
の
く
だ
り
を
読
む
と
、
い
つ
も
、
以
前
ラ
ジ
オ
で
聞
い
た
愉
快
な
天

気
予
報
を
思
い
出
し
ま
す
。

「
明み

ょ
う

日に
ち

は
北
東
の
風
う
す
ぐ
も
り　

天
気
し
だ
い
に
よ
く
な
る
見
込
み
」

〈
田
辺
聖
子
「
文
車
日
記
」
よ
り
〉

 

⑴　
　
　

線
①
「
と
く
」
と
同
じ
意
味
の
こ
と
ば
を
、
古
文
の
中
か
ら
二
字
で
書
き

抜
い
て
答
え
な
さ
い
。 

 

⑵　
　
　

線
②
「
か
ぢ
取
り
の
お
の
づ
か
ら
の
言
葉
な
り
」
の
意
味
を
次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

船
頭
が
自
分
か
ら
す
す
ん
で
言
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

イ　

作
者
が
船
頭
に
じ
か
に
命
令
し
た
言
葉
で
あ
る
。

ウ　

船
頭
が
な
に
げ
な
く
言
っ
た
言
葉
で
あ
る
。

エ　

作
者
が
船
頭
自
身
か
ら
聞
い
た
言
葉
で
あ
る
。

 

⑶　
　
　

線
③
「
わ
れ
」
は
誰だ

れ

を
指
し
て
い
ま
す
か
。
古
文
の
中
か
ら
書
き
抜
い
て

答
え
な
さ
い
。 

 

⑷　

※

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
古
文
の
中
か
ら
探
し
、
そ
の
最
初
と
最
後
の

三
字
を
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。（
句
読
点
も
字
数
に
数
え
ま
す
）

〜

 

⑸　
　
　

線
④
「
私
は
〜
愉
快
な
天
気
予
報
を
思
い
出
し
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、

「
私
」
は
こ
の
天
気
予
報
の
ど
ん
な
点
を
愉
快
だ
と
感
じ
た
の
で
す
か
。
考
え
て

書
い
て
答
え
な
さ
い
。

510 5
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３　

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

人
に
＊
饗き

や
う

応お
う

せ
ら
れ
た
る
物
を
う
ま
し
と
お
も
ひ
、
家
に
て
こ
し
ら
へ
食
す
る

時
は
、
外
に
て
食
し
た
る
時
よ
り
は
①
あ
ぢ
は
ひ
う
ま
か
ら
ず
。
い
か
に
と
な
れ
ば
、

お
も
ひ
＊
②
ま
う
け
て
食
ふ
が
ゆ
ゑ
な
り
。
③
食
は
は
か
ら
ず
し
て
食
す
る
も
の
に

う
ま
み
は
あ
り
。
さ
れ
ば
④
麁そ

食し
よ
く

た
り
と
も
、
う
ま
き
は
思
ひ
よ
ら
ざ
る
所
に
あ

り
。
す
べ
て
食
は
う
ま
し
ま
づ
し
と
い
ふ
こ
と
な
し
。
そ
の
時
と
處と

こ
ろ

と
わ
が
腹
中

に
応
じ
て
、
口
に
か
な
ひ
た
る
よ
り
う
ま
き
物
は
あ
る
べ
か
ら
ず
。
空
腹
に
は
生な

ま

塩じ
ほ

を
添
へ
た
る
＊
湯ゆ

漬づ
け

も
、
山
海
の
珍
味
よ
り
も
う
ま
し
。
⑤
絵
の
道
も
し
か
な
り
。

初
め
に
画ゑ

が

き
た
る
が
ご
と
く
と
望
む
人
あ
れ
ど
も
、
写
し
出い

で
な
ば
格
別
、
筆
勢
墨

色
す
べ
て
前
に
よ
る
こ
と
な
く
、
お
の
づ
か
ら
発
せ
し
勢
ひ
、
ふ
た
ゝ
び
な
ら
ひ
す

る
こ
と
⑥
あ
り
が
た
し
。

〈「
雲
萍
雑
志
」
よ
り
〉

（
注
）
饗
応
＝
ご
ち
そ
う
で
も
て
な
す
こ
と
。

ま
う
け
て
＝
支
度
を
し
て
。

湯
漬
＝
湯
を
か
け
て
食
べ
る
ご
は
ん
。

⑴　
　
　

線
①
「
あ
ぢ
は
ひ
う
ま
か
ら
ず
」、
②
「
ま
う
け
て
食
ふ
が
ゆ
ゑ
」
を
現

代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ひ
ら
が
な
で
書
い
て
答
え
な
さ
い
。

② ①

 

⑵　
　
　

線
③
「
食
は
は
か
ら
ず
し
て
食
す
る
も
の
に
う
ま
み
は
あ
り
」
と
あ
り
ま

す
が
、「
は
か
ら
ず
し
て
食
す
る
も
の
」
の
例
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

い
つ
も
行
く
店
で
必
ず
注
文
す
る
デ
ザ
ー
ト
。

イ　

好
き
な
食
材
だ
け
を
集
め
て
作
っ
た
料
理
。

ウ　

母
親
と
協
力
し
て
作
っ
た
ご
ち
そ
う
。

エ　

仕
事
先
で
休
憩
中
に
配
ら
れ
た
弁
当
。 

 

⑶　
　
　

線
④
「
麁
食
」
と
は
、「
粗
末
な
食
事
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
麁
食
の

例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
、
本
文
中
か
ら
九
字
で
書
き
抜
い
て
答
え
な

さ
い
。 

 

⑷　
　
　

線
⑤
「
絵
の
道
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
、
初
め
に
書
い
た
絵
と
、
そ

れ
を
写
し
て
書
い
た
絵
と
で
出
来
ば
え
が
違
っ
て
し
ま
う
の
は
、
何
が
異
な
る
か

ら
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
か
。
本
文
中
か
ら
十
字
で
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

 

⑸　
　
　

線
⑥
「
あ
り
が
た
し
」
を
口
語
訳
し
て
答
え
な
さ
い
。

 

⑹　

筆
者
は
、
最
も
お
い
し
い
も
の
と
は
ど
う
い
う
も
の
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
か
。

「
も
の
」
に
続
く
形
で
、
本
文
中
か
ら
二
十
二
字
（
読
点
も
字
数
に
数
え
ま
す
）

で
探
し
、
そ
の
最
初
と
最
後
の
五
字
を
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

〜

も
の

 

⑺　

本
文
の
内
容
に
合
っ
て
い
る
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

食
べ
物
の
味
の
善
し
悪
し
は
、
食
材
や
調
理
法
で
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
。

イ　

食
も
絵
も
、
相
手
の
意
表
を
突
く
よ
う
に
す
る
と
良
い
も
の
が
で
き
る
。

ウ　

人
の
味
の
好
み
は
千
差
万
別
で
あ
り
、
粗
末
な
食
事
を
喜
ぶ
人
も
い
る
。

エ　

食
事
は
自
分
で
作
る
と
お
い
し
く
な
い
の
で
、
人
に
作
っ
て
も
ら
う
べ
き
だ
。
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SAM
PLE



165　　27  古典 ⑴

 

⑻
「
雲
萍
雑
志
」
は
江
戸
時
代
中
期
に
書
か
れ
た
随
筆
で
す
。
こ
れ
と
同
様
に
、
江

戸
時
代
に
書
か
れ
た
随
筆
を
次
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
「
玉
勝
間
」　　
　
　
　

イ
「
東
海
道
中
膝
栗
毛
」

ウ
「
折
た
く
柴
の
記
」　　

エ
「
方
丈
記
」

オ
「
伊
曾
保
物
語
」

４　

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

＊
法ほ

つ
け
ん
さ
ん
ざ
う

顕
三
蔵
の
、
＊
天て

ん
ぢ
く竺

に
渡わ

た

り
て
、
①
故
郷
の
扇あ

ふ
ぎ

を
見
て
は
悲
し
び
、
病
に
臥ふ

し
て
は
漢
の
食じ

き

を
②
願
ひ
給
ひ
け
る
事
を
聞
き
て
、「
③
さ
ば
か
り
の
人
の
、
＊
む

げ
に
こ
そ
心
弱
き
気け

色し
き

を
、
④
人
の
国
に
て
＊
見
え
給
ひ
け
れ
」
と
人
の
言
ひ
し
に
、

＊
弘こ

う

融ゆ
う

僧そ
う

都づ

、「
＊
優い

う

に
情
け
あ
り
け
る
三
蔵
か
な
」
と
言
ひ
た
り
し
こ
そ
、
法
師

の
や
う
に
も
あ
ら
ず
、
⑤
＊
心
に
く
く
覚
え
し
か
。

〈
兼
好
法
師
「
徒
然
草
」
よ
り
〉

（
注
）
法
顕
三
蔵
＝
中
国
の
高
僧
。　

天
竺
＝
イ
ン
ド
。

む
げ
に
＝
ひ
ど
く
。

見
え
給
ひ
け
れ
＝
お
見
せ
に
な
っ
た
も
の
だ
。

弘
融
僧
都
＝
作
者
と
親
交
の
あ
っ
た
僧
。

優
に
情
け
あ
り
け
る
＝
や
さ
し
く
人
間
味
の
あ
る
。

心
に
く
く
覚
え
し
か
＝
奥
ゆ
か
し
く
思
っ
た
も
の
だ
。

 

⑴　
　
　

線
①
「
故
郷
」、　
　

線
④
「
人
の
国
」
と
は
そ
れ
ぞ
れ
ど
こ
で
す
か
。

い
ず
れ
も
文
中
か
ら
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。④ ①

 

⑵　
　
　

線
②
「
願
ひ
給
ひ
け
る
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
、
す
べ
て
ひ
ら
が

な
で
書
き
な
さ
い
。

 

⑶　
　
　

線
③
「
さ
ば
か
り
の
人
」
と
は
こ
こ
で
は
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
。
次
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

法
顕
ほ
ど
の
高
僧

イ　

そ
れ
ほ
ど
気
の
弱
い
人

ウ　

故
郷
を
恋
し
が
る
ほ
ど
の
人

エ　

す
ぐ
病
気
に
な
る
人

⑷　
　
　

線
⑤
「
心
に
く
く
覚
え
し
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
誰だ

れ

を
奥
ゆ
か
し
い
と

思
っ
た
の
で
す
か
。
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

法
顕
三
蔵　
　

イ　
「
さ
ば
か
り
の
人
〜
」
と
言
っ
た
人

ウ　

弘
融
僧
都　
　

エ　

作
者
（
兼
好
法
師
）
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