
1　「解答始め」の合図があるまで問題を見てはならない。

2　問題冊子 1 冊と解答紙 2 枚がある。

3　問題は 3 問ある。（すべての問題に解答すること。）

4　問題の解答は，解答紙の所定の解答欄に記入すること。

5　問題冊子は持ち帰ること。
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一　

次
の【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】は
、
図
書
館
の
あ
り
方
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を
よ
く
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
筆
者
は
い
ず
れ

も
公
共
図
書
館
の
職
員
で
あ
る
。（
設
問
の
都
合
上
、
原
文
を
一
部
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）

【
文
章
Ⅰ
】

こ
こ
か
ら
は
、
未
来
の
図
書
館
の
あ
り
方
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

従
来
図
書
館
で
は
、
本
や
雑
誌
、
新
聞
な
ど
の
提
供
を
通
じ
て
来
館
者
に
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
き
た
が
、
最
近
で
は
そ
の
来
館
目
的
に
も
変
化
が
起
こ
っ
て
い
る
。

そ
の
原
因
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
だ
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
普
及
す
る
に
し
た
が
っ
て
、
人
の
情
報
収
集
の
方
法
は
大
き
く
変
化
し
た
。
時
間
や
場
所
を
問
わ
ず
容
易
に
情
報

が
入
手
で
き
る
時
代
に
な
り
、
検
索
エ
ン
ジ
ン
は
計
算
し
た
よ
う
に
情
報
を
瞬
時
に
返
し
て
く
る
。
そ
ん
な
効
率
や
ス
ピ
ー
ド
を
追
求
し
た
情
報
収
集
が
日
常
化
す
る
な
か
で
、
図
書

館
に
は
そ
の
反
対
の
価
値
を
求
め
て
人
が
来
館
す
る
。

先
日
、
あ
る
人
が
ま
ち
づ
く
り
に
つ
い
て
の
本
を
探
し
に
や
っ
て
き
た
。
彼
の
暮
ら
す
場
所
は
県
立
図
書
館
か
ら
一
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
も
離
れ
て
い
る
。
県
立
図
書
館
の
本

は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
検
索
で
き
、
地
元
図
書
館
か
ら
も
取
り
寄
せ
が
で
き
る
の
に
、
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
来
館
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
理
由
を
尋
ね
る
と「
棚
か
ら
本
を
選
び
た
い
か
ら
」

と
い
う
答
え
だ
っ
た
。
都
市
工
学
の
棚
を
案
内
す
る
と
、
彼
は
、
縮
退
し
た
海
外
の
都
市
再
生
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
事
例
集
や
広
場
の
写
真
集
、
ス
イ
ス
の
建
築
家
の
伝
記
な
ど
を
手
に

取
っ
た
。
さ
ら
に
彼
か
ら「
最
近
読
ん
で
面
白
か
っ
た
本
は
な
い
か
」と
尋
ね
ら
れ
た
の
で
、
発
酵
の
歴
史
や
宇う

沢ざ
わ

弘ひ
ろ

文ふ
み（
鳥
取
県
出
身
の
経
済
学
者
）の
本
を
紹
介
す
る
と
、「
他
者
が

推
薦
す
る
本
に
は
い
つ
も
新
し
い
発
見
が
あ
る
」と
そ
れ
ら
も
借
り
て
帰
っ
た
。

ち
な
み
に
彼
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
書
店
サ
イ
ト
の
本
の
レ
コ
メ
ン
ド
機
能
に
つ
い
て
の
話
に
な
っ
た
時
に
、「
レ
コ
メ
ン
ド
機
能
は
あ
く
ま
で
自
分
が
入
力
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド

が
も
と
に
な
っ
て
い
る
。
自
分
が
意
図
し
な
い
本
も
並
ぶ
図
書
館
の
棚
は
面
白
い
」と
言
っ
て
い
た
の
が
印
象
的
だ
っ
た
。

彼
の
よ
う
に
、
様
々
な
テ
ー
マ
が
混
在
す
る
棚
か
ら
本
を
探
す
こ
と
や
、
カ
ウ
ン
タ
ー
で
職
員
と
会
話
を
す
る
こ
と
、
情
報
を
探
す
プ
ロ
セ
ス
を
自
ら
体
験
す
る
こ
と
な
ど
、
一
見

非
効
率
に
思
え
る
事
柄
を
逆
に
大
切
に
し
て
い
る
人
が
増
え
て
い
る
。

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
＝
図
書
館
の
衰
退
」と
い
う
話
も
数
多
く
耳
に
し
て
き
た
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
と
思
う
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
存
在
が
逆
に
図
書
館
の
魅
力
を
際
立

た
せ
る
時
代
に
な
り
つ
つ
あ
る
。

図
書
館
の
新
た
な
方
向
性
と
し
て
次
に
考
え
る
の
は
、
そ
こ
に
あ
る「
場
」を
活
か
し
、
人
と
人
と
が
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
す
る
場
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
。

当
館
で
は
、
地
元
大
学
と
連
携
し
た
講
演
会
や
ビ
ジ
ネ
ス
や
法
律
分
野
の
専
門
家
に
よ
る
相
談
会
を
定
期
的
に
開
催
し
て
い
る
が
、
毎
回
ほ
ぼ
満
員
と
な
る
人
気
の
行
事
だ
。
ま

た
、
乳
幼
児
と
そ
の
保
護
者
向
け
の「
え
ほ
ん
の
じ
か
ん
」や
高
齢
者
が
声
に
出
し
て
本
を
読
む「
音
読
教
室
」な
ど
に
も
多
く
の
参
加
者
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
本
に
関
連
さ
せ
な
が
ら
開

Ａ
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催
し
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
の
イ
ベ
ン
ト
の
中
心
に
あ
る
の
は
人
か
ら
人
へ
の
知
識
の
伝
達
や
双
方
向
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。

「
え
ほ
ん
の
じ
か
ん
」に
参
加
し
た
保
護
者
同
士
が
子
育
て
に
つ
い
て
情
報
交
換
を
し
た
り
、
高
齢
者
が「
音
読
教
室
」で
新
た
な
友
人
を
得
た
り
す
る
の
を
見
る
と
、
核
家
族
化
や
高

齢
者
の
孤
独
化
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
現
代
に
お
い
て
、
図
書
館
が
人
の
集
う
場
所
と
し
て
新
た
な
意
味
を
持
っ
て
き
て
い
る
の
を
感
じ
る
。

一
昨
年
訪
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
公
共
図
書
館
で
も
、
人
が
集
い
交
流
す
る「
し
か
け
」を
数
多
く
作
っ
て
い
た
。
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
ル
ー
ム
や
談
話
ス
ペ
ー
ス
、
カ
フ
ェ

な
ど
の
会
話
の
で
き
る
場
所
を
設
け
て
い
た
。
ボ
ー
ド
ゲ
ー
ム
や
チ
ェ
ス
、
モ
ノ
づ
く
り
の
た
め
の
空
間
を
提
供
す
る
こ
と
で
も
、
共
同
作
業
を
通
じ
て
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を

喚
起
し
て
い
た
。
ア
メ
リ
カ
で
は
、
移
民
・
難
民
が
地
域
に
親
し
む
場
と
し
て
も
図
書
館
が
活
用
さ
れ
て
い
た
が
、
外
国
人
労
働
者
や
Ｉ＊

・
Ｕ
タ
ー
ン
な
る
移
住
が
増
え
つ
つ
あ
る
日

本
で
も
同
様
の
役
割
を
求
め
ら
れ
る
時
代
が
来
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

人
と
人
と
の
や
り
取
り
は
、
人
の
好
奇
心
や
行
動
意
欲
を
掻か

き
立
て
、
感
情
に
も
訴
え
る
。
そ
こ
か
ら
新
た
な
図
書
館
の
活
用
に
も
つ
な
が
る
は
ず
だ
。
静
寂
を
重
ん
じ
て
き
た
図

書
館
だ
が
、
人
が
集
い
お
互
い
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る「
空
間
」や「
し
か
け
」を
作
る
こ
と
も
必
要
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、
図
書
館
は
公
共
施
設
で
あ
る
。
こ
の「
公
共
」と
い
う
言
葉
を
国
語
辞
典
で
調
べ
て
み
る
と
、
住
民
が
主
体
的
に
関
わ
り
活
動
す
る
た
め
の
場
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か

る
。「

公
共
」　 

・
社
会
一
般
、
公
衆
、
お
お
や
け 

・
公
衆
が
共
有
す
る
こ
と 

・
社
会
全
体
が
そ
れ
に
関
わ
る
こ
と 

（『
日
本
国
語
大
辞
典
』５［
小
学
館
二
〇
〇
一
］よ
り
）

図
書
館
が
情
報
の
ハ＊

ブ
と
し
て
の
機
能
を
果
た
し
、
住
民
ど
う
し
の
学
び
合
い
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
促
す
こ
と
も
一
つ
の
方
策
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

人
間
同
士
の
や
り
取
り
は
、
対
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
や
Ａ
Ｉ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
は
反
対
を
行
く
も
の
だ
。
Ａ
Ｉ
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
幅
を
利
か
せ
る
時
代
に
、
人
と
の
関
わ
り

を
密
に
す
る
こ
と
で
、
図
書
館
が
新
た
な
存
在
意
義
を
見
出
せ
る
と
考
え
て
い
る
。

最
後
に
も
う
一
つ
、
理
想
の
図
書
館
と
し
て
挙
げ
た
い
の
は「
議
論
の
場
」と
し
て
の
図
書
館
で
あ
る
。

図
書
館
の
カ
ウ
ン
タ
ー
で
資
料
相
談
を
受
け
て
い
る
と
、
そ
れ
に
付
随
し
て
様
々
な
話
を
聴
く
。
大
学
生
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
足
自
給
に
つ
い
て
の
ア
イ
デ
ア
や
、
戦
争
経
験
者
が
語

る
平
和
哲
学
、
退
職
し
た
先
生
の
教
育
論
、
外
国
人
が
語
る
日
本
社
会
へ
の
感
想
な
ど
挙
げ
る
と
き
り
が
な
い
。

そ
れ
ら
は
本
に
書
か
れ
て
い
る
情
報
に
負
け
ず
劣
ら
ず
ユ
ニ
ー
ク
で
画
期
的
な
も
の
だ
が
、
社
会
に
発
信
さ
れ
伝
わ
る
こ
と
は
少
な
い
。
毎
日
の
よ
う
に
そ
ん
な
話
を
聴
い
て
い
る

Ｂ
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私
に
は
、
そ
れ
が
と
て
も
残
念
に
思
え
る
。

先
日
ド
イ
ツ
を
訪
れ
ま
ち
づ
く
り
や
文
化
政
策
に
つ
い
て
学
ぶ
機
会
を
得
た
が
、
現
地
で
の
説
明
で
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
ド
イ
ツ
の
人
た
ち
が
、
社
会
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
進

む
べ
き
な
の
か
を
常
に
考
え
、
そ
れ
を
他
人
と「
議
論
」す
る
こ
と
だ
っ
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
個
人
の
頭
の
中
に
あ
っ
た
考
え
が
具
現
化
し
、
周
囲
と
共
有
さ
れ
、
共
通
理
解
の
上
に
社

会
が
築
か
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
頭
の
中
に
あ
る
も
の
を
声
に
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
個
」の
ア
イ
デ
ア
や
思
考
が「
パ
ブ
リ
ッ
ク
」（
公
共
）の
も
の
と
し
て
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

思
え
ば
、
日
本
に
は
、
考
え
を「
公
」に
す
る
機
会
や
、
議
論
が
で
き
る
物
理
的
な
場
所
も
少
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
図
書
館
が
、
人
が
ア
イ
デ
ア
や
思
考
を
表
現

し
、
社
会
と
共
有
す
る
場
に
な
る
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
具
体
的
に
は
、
図
書
館
を
会
場
に「
働
き
方
」「
エ
ネ
ル
ギ
ー
自
給
」「
暮
ら
し
方
」「
豊
か
さ
」な
ど
の
様
々
な
テ
ー
マ
に
つ

い
て
議
論
す
る
イ
ベ
ン
ト
を
開
催
し
、
参
加
者
に
お
互
い
の
考
え
を
話
し
合
っ
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。

元
来
、
図
書
館
は
人
の
知
恵
や
知
識
を
本
と
い
う
形
で
収
集
し
、
そ
れ
を
社
会
に
還
元
し
て
き
た
。
そ
れ
を
一
歩
進
め
て
、
人
の
頭
の
中
に
次
々
と
浮
か
ぶ
ア
イ
デ
ア
や
思
考
を
社

会
に
還
元
す
る
機
能
を
担
う
。

こ
れ
は
、
常
に
公
平
性
を
保
ち
、
私
利
私
欲
と
離
れ
た
存
在
で
あ
る
図
書
館
に
ふ
さ
わ
し
い
仕
事
だ
と
思
う
。
長
き
に
わ
た
っ
て
図
書
館
に
蓄
積
さ
れ
て
き
た「
知
識
や
知
性
」の
ス

ト
ッ
ク
の
活
用
に
も
つ
な
が
る
は
ず
だ
。
私
は
こ
こ
に
図
書
館
の
未
来
を
感
じ
て
い
る
。

（
高
橋
真
太
郎「
人
と
共
に
あ
る
図
書
館
の
未
来
は
明
る
い
」よ
り
）

注　

Ｉ
・
Ｕ
タ
ー
ン
…
…
Ｉ
タ
ー
ン
と
Ｕ
タ
ー
ン
。
Ｉ
タ
ー
ン
は
、
都
会
の
出
身
者
が
地
方
に
就
職
し
て
定
住
す
る
こ
と
。
Ｕ
タ
ー
ン
は
、
地
方
か
ら
都
会
に
出
た
人
が
故
郷
へ
戻

る
こ
と
。

ハ
ブ
…
…
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
つ
な
ぎ
目
と
な
る
部
分
。
結
節
点
。

Ｃ
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【
文
章
Ⅱ
】

最
近
、「
に
ぎ
わ
い
創
出
」、「
地
域
活
性
化
」と
い
う
惹じ
ゃ
っ
く句
と
と
も
に
、
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
の
す
が
た
が
喧け
ん

伝で
ん

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
単
に
住
民
が
集
い
、
イ
ベ
ン
ト
な
ど
を
通

じ
て
交
流
が
生
ま
れ
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
元
気
に
す
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
図
書
館
で
な
く
て
も
構
わ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
人
々
は
、
あ
る
い
は
自
治
体
関
係
者

は
、
図
書
館
に
何
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

最
近
話
題
の
図
書
館
の
動
向
を
伝
え
る
報
道
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
来
館
者
数
」で
あ
る
。
い
か
に
、
多
く
の
市
民
が
そ
の
場
を
訪
れ
た
か
に
よ
っ
て
、「
に
ぎ
わ
い
」や「
活
性
化
」の

政
策
目
標
が
評
価
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
図
書
館
は
、
教
育
基
本
法
、
社
会
教
育
法
の
精
神
に
基
づ
い
た
図
書
館
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
教
育
文
化
施
設
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
図
書
館
法
が
目
的
と
し
て
掲
げ

る「
国
民
の
教
育
と
文
化
の
発
展
」に
キ
ヨ
す
る
施
策
が
中
心
と
な
っ
て
取
り
組
ま
れ
、
そ
う
し
た
観
点
で
の
評
価
が
な
さ
れ
る
の
が
本
来
の
あ
る
べ
き
姿
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
計
量
化

で
き
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
貸
出
冊
数
や
予
約
・
リ
ク
エ
ス
ト
数
で
あ
り
、
調
査
相
談
件
数
や
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
利
用
者
数
、
資
料
複
写
件
数
な
ど
で
あ
る
。
ま
た
、
利
用
者
満
足
度
調
査

な
ど
の
項
目
で
、「
得
た
い
知
識
が
得
ら
れ
た
」、「
暮
ら
し
や
仕
事
の
課
題
が
解
決
で
き
た
」な
ど
の
質
問
へ
の
回
答
が
ど
の
程
度
の
高
い
割
合
を
占
め
る
か
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
し
た
基
本
に
沿
っ
て
運
営
し
て
き
た
図
書
館
よ
り
も
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ナ
ブ
ル
な
デ
ザ
イ
ン
を
ま
と
い
、
カ
フ
ェ
や
書
店
も
複
合
し
た
ス
タ
イ
リ
ッ
シ
ュ
な
図
書
館
の

ほ
う
が
、
多
く
の
市
民
の
来
館
を
生
む
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
目
標
を
上
回
る
来
館
者
数
は
、
教
育
文
化
施
設
と
し
て
の
評
価
を
飛
び
越
え
て
、
多
く
の
市
民
の
支
持
を
得
た
施

策
の
成
功
と
し
て
物
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
こ
に
、
図
書
館
と
称
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い「
も
の
が
た
り
」は
、
存
在
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
図
書
館
を
利
用
し
て「
知
的
欲
求
を

満
た
す
」と
か「
人
生
の
意
味
を
探
る
」と
い
っ
た「
体
験
」で
は
な
く
、「
知
的
欲
求
が
満
た
さ
れ
る
場
に
い
る
自
分
」と
い
う
意
味
や
記
号
の「
消
費
」な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

図
書
館
が
、
雰
囲
気
を
味
わ
う
も
の
と
し
て
も
親
し
ま
れ
る
こ
と
は
む
し
ろ
歓
迎
す
べ
き
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
サ
ー
ビ
ス
提
供
サ
イ
ド
が
、
こ
う
し
た「
コ
ト
消
費
」に

シ
ョ
ウ
ジ
ュ
ン
を
合
わ
せ
て
施
設
計
画
や
運
営
を
し
て
し
ま
う
と
、
本
来
的
な
図
書
館
の
目
的
や
機
能
が
ソ
ガ
イ
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
は
、
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
も
の
が
た
り
」と
い
う
と
、
小
説
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
想
像
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
文
学
が
私
た
ち
に
与
え
て
く
れ
る
物
語
は
、
人
間
と
い
う
存
在
の
不
思
議
さ
、
怖

さ
、
尊
さ
、
そ
し
て
生
き
る
こ
と
の
意
味
を
教
え
て
く
れ
る
芸
術
だ
。
そ
う
し
た
人
間
が
生
活
し
、
働
き
、
人
生
を
送
る
日
常
は
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の「
も
の
が
た
り
」の
連
続
で
あ

る
。
人
間
、
社
会
、
自
然
、
宇
宙
な
ど
シ
ン
ラ
万
象
の
書
物
、
情
報
を
扱
う
図
書
館
は
、
そ
れ
を
求
め
る
人
々
の「
必
要
」と
い
う
欲
望
の
背
景
に
あ
る「
も
の
が
た
り
」が
、
持
ち
寄
ら

れ
る「
場
」で
あ
る
。

そ
し
て
、
図
書
館
と
い
う
機
能
は
決
し
て
建
物
に
だ
け
表
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
以
前
、
滋
賀
県
旧
永
源
寺
町
の
図
書
館（
現
東
近
江
市
立
永
源
寺
図
書
館
）に
勤
務
し
て
い
た
と
き

の
こ
と
で
あ
る
。
移＊

動
図
書
館
で
山
間
部
の
巡
回
場
所
に
行
っ
た
と
き
、
初
め
て
来
た
初
老
の
女
性
が
、「
脊
柱
管
狭き
ょ
う

窄さ
く

症し
ょ
う

」と
メ
モ
し
た
箸
袋
を
持
っ
て
き
た
。
曰
く
、
知
人
は
こ

ア

Ｄ

イ

ウ

エ
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の
病
気
を
薬
で
治
し
て
も
ら
っ
た
が
、
自
分
は
手
術
を
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
医
師
が
言
う
。
そ
の
説
明
を
聞
い
て
も
納
得
で
き
な
い
か
ら
、
こ
の
病
気
に
つ
い
て
書
い
た
本
は
な

い
か
、
と
の
主
訴
。
移
動
図
書
館
に
は
、「＊

家
庭
の
医
学
」し
か
積
載
さ
れ
て
お
ら
ず
該
当
記
事
の
記
載
が
な
か
っ
た
た
め
、
本
館
に
戻
っ
て
こ
の
病
気
に
つ
い
て
だ
け
書
か
れ
た
書
籍

を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
女
性
の
疑
問
を
解
く
だ
ろ
う
記
述
が
見
つ
か
っ
た
。
電
話
す
る
と
す
ぐ
に
お
嫁
さ
ん
が
借
り
に
来
て
く
れ
た
。
さ
て
、
ひ
と
月
後
の
巡
回
の
日
。
そ
の
女
性

は
果
た
し
て
本
を
返
却
に
移
動
図
書
館
車
を
訪
れ
た
。
そ
し
て
、
曰
く
、「
書
い
て
あ
る
こ
と
が
全
部
わ
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
ど
う
や
ら
私
は
手
術
を
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
み
た
い
だ
わ
」と
。

医
師
の
説
明
で
は
納
得
で
き
な
か
っ
た
女
性
は
、
し
か
し
、
自
ら
求
め
た
本
に
向
き
合
い
、
読
み
解
く
こ
と
で
、
納
得
を
調
達
し
、
諦
観
の
中
で
も
主
体
的
に
治
療
に
向
き
合
う
こ

と
を
決
心
し
た
の
だ
っ
た
。

ま
た
、
あ
る
夏
休
み
の
こ
と
。
常
連
の
小
学
生
三
人
が
、
羽
根
の
き
れ
い
な
昆
虫
を
虫
か
ご
に
入
れ
て
図
書
館
に
か
け
こ
み「
こ
れ
、
な
ん
て
い
う
名
前
の
虫
？
」と
た
ず
ね
た
。
一

緒
に
昆
虫
図
鑑
を
使
っ
て
名
前
を
見
つ
け
る
と
、
子
ど
も
た
ち
は
し
ば
ら
く
図
鑑
を
め
く
っ
て
他
の
虫
に
も
関
心
を
示
し
た
。
そ
し
て
、
次
の
日
、
小
さ
な
水
槽
に
入
れ
た
魚
を
図
書

館
に
持
ち
込
ん
だ
子
ど
も
た
ち
は
、「
魚
の
図
鑑
は
ど
こ
で
す
か
？
」と
た
ず
ね
た
。
こ
こ
で
は
、
子
ど
も
た
ち
の
姿
勢
が
、
知
識
を
教
え
て
も
ら
う
と
い
う
受
動
的
な
も
の
か
ら
、
自

ら
知
識
を
調
べ
る
と
い
う
能
動
的
な
も
の
へ
と
質
的
な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
。
知
ら
な
い
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
本
と
い
う
存
在
、
そ
し
て
、
調
べ
て
わ
か
る
こ
と
の
楽
し
さ
を
、
子

ど
も
た
ち
は
、「
虫
の
発
見
」
→
「
名
前
を
知
り
た
い
と
い
う
知
的
好
奇
心
の
発
露
」
→
「
図
書
館
の
人
に
聞
い
て
み
る
」
→
「
本
で
調
べ
れ
ば
わ
か
る
」と
い
う
体
験
を
通
し
て
知
る
こ

と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
魚
と
り
を
し
て
、
そ
の
名
前
を
知
り
た
い
と
思
い
、「
図
書
館
の
本
で
調
べ
よ
う
」と
い
う
、
知
的
好
奇
心
を
満
た
す
た
め
の
方
法
を
一
般
化
す
る
経
験
を

持
っ
た
の
で
あ
る
。

図
書
館
と
い
う
機
能
が
あ
る「
場
」で
は
、
こ
う
し
た
資
料
が
介
在
す
る「
も
の
が
た
り
」が
無
数
に
、
そ
し
て
多
彩
に
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。
図
書
館
に
飾
り
が
あ
っ
て
も0

よ
い
。

け
れ
ど
も
、
飾
り
だ
け

0

0

で
は
、
人
び
と
の「
も
の
が
た
り
」は
、
生
ま
れ
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
、
図
書
館
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
、
と
い
う
そ
の
一
点
が
、
し
っ
か
り
と
実
現
す
る

の
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
衣
装
を
ま
と
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。

（
嶋
田
学「
図
書
館
と『
も
の
が
た
り
』―
―
地
方
か
ら
考
え
る
こ
れ
か
ら
の
図
書
館
」よ
り
）

注　

移
動
図
書
館
…
…
書
籍
を
積
ん
だ
自
動
車
で
、
図
書
館
か
ら
離
れ
た
地
域
を
定
期
的
に
巡
回
し
、
図
書
館
の
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
仕
組
み
。

「
家
庭
の
医
学
」…
…
一
般
家
庭
向
け
の
医
学
書
の
一
つ
。
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問
一　

傍
線
部
ア
〜
エ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
Ａ「
図
書
館
に
は
そ
の
反
対
の
価
値
を
求
め
て
人
が
来
館
す
る
」と
あ
る
が
、「
そ
の
反
対
の
価
値
」と
は
何
か
。
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
説
明
し
な
さ
い
。

問
三　

傍
線
部
Ｂ「
Ａ
Ｉ
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
が
幅
を
利
か
せ
る
時
代
に
、
人
と
の
関
わ
り
を
密
に
す
る
こ
と
で
、
図
書
館
が
新
た
な
存
在
意
義
を
見
出
せ
る
と
考
え
て
い
る
」に
つ
い

て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　
「
幅
を
利
か
せ
る
」の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
を
、
十
字
程
度
で
記
し
な
さ
い
。

⑵　
「
新
た
な
存
在
意
義
」と
は
何
か
。
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
Ｃ「
私
は
こ
こ
に
図
書
館
の
未
来
を
感
じ
て
い
る
」に
つ
い
て
、「
こ
こ
」が
指
す
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
箇
所
を
、
本
文
中
か
ら
二
十
五
字
以
上
三
十
字
以
内
で
抜
き

出
し
、
始
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
Ｄ「
図
書
館
と
称
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い『
も
の
が
た
り
』」と
は
何
か
。
本
文
中
の
事
例
を
踏
ま
え
て
分
か
り
や
す
く
説
明
し
な
さ
い
。

問
六　
【
文
章
Ⅰ
】と【
文
章
Ⅱ
】と
で
は
、
図
書
館
が
果
た
す
べ
き
役
割
に
関
し
、
主
張
の
違
い
が
み
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
次
の
条
件
①
〜
③
を
踏
ま
え

て
記
述
し
な
さ
い
。

条
件
①　

お
の
お
の
の
主
張
の
重
点
が
ど
こ
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

条
件
②　

お
の
お
の
の
主
張
の
重
点
を
対
比
さ
せ
、
そ
の
違
い
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
。

条
件
③　

一
四
〇
字
以
上
、
一
六
〇
字
以
内
で
述
べ
る
こ
と
。
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二　

次
の
文
章
は『
曾
我
物
語
』の
一
節
で
あ
る
。〔　

〕の
部
分
を
踏
ま
え
て
本
文
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
設
問
の
都
合
上
、
本
文
を
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

源
頼
朝（
こ
こ
で
は
佐す
け

殿ど
の

）は
平
治
の
乱
で
敗
れ
て
伊
豆
に
流
さ
れ
、
頼
朝
の
監
視
役
と
な
っ
た
伊
豆
の
豪
族
・
北
条
時
政
の
娘
の
政
子（
姫
君
）と
恋
愛
関
係
に
な
る
。
時 

政
が
大
番
役
と
し
て
京
都
の
内
裏
警
備
を
勤
め
て
い
る
間
に
、
頼
朝
と
政
子
に
娘
が
生
ま
れ
る
。
時
政
は
都
か
ら
伊
豆
の
北
条
へ
帰
る
途
中
、
後
妻
か
ら
の
手
紙
に
よ
っ

て
、
頼
朝
が
政
子
の
も
と
に
通
っ
て
婿
と
な
っ
て
い
る
こ
と（
婿
取
る
由
）を
知
ら
さ
れ
る
。

北
条
、
か
の
文
を
披ひ
ら

き
て
見
給
へ
ば
、
思
ひ
も
寄
ら
ず
婿
取
る
由
を
書
か
れ
け
れ
ば
、
北
条
、
大
き
に
騒
が
れ
け
り
。
驚
き
給
ふ
も
理
な
り
。
当
国
の
目＊

代
、
和い
づ
み
の
は
う
ぐ
わ
ん

泉
判
官
平
兼
隆

を
都
に
て
婿
に
取
り
て
ん
げ
り
。
彼
は
平
家
の
侍
と
い
ひ
な
が
ら
一
門
な
り
け
る
上
、
婿
に
取
つ
て
国
に
下
り
け
る
あ
ひ
だ
、
三
年
の
大＊

番
な
り
け
る
を
別
の
人
に
申
し
替
へ
て
同
道

し
て
下
り
け
る
。
そ
の
上
、
都
に
て
も
道
す
が
ら
も
、
家い
へ

子の
こ

・
郎ら
う

等ど
う

に
至
る
ま
で
色
々
互
ひ
に
芳＊

心
し
、
ま
し
て
、
国
へ
下
着
せ
ば
一＊

国
の
成
敗
た
る
べ
き
由
、
約
束
し
た
り
け
る
ほ

ど
に
、「
い
か
が
は
せ
ん
」と
思
は
れ
け
る
。

こ
こ
に
時
政
、
両
眼
を
塞ふ
さ

ぎ
て
、「
つ
ら
つ
ら
往
事
を
思
へ
ば
、
時
政
が
先
祖
上か
う
づ
け
の
か
み

野
守
直
方
は
、
伊い
よ
の
か
み

予
守
頼＊

義
公
、
奥
州
下
向
の
御
時
、
北
条
が
館
へ
入
ら
せ
給
ひ
し
折
節
、
婿
に

取
り
奉
り
て
、
や
が
て
奥
州
へ
御
供
申
し
、
事
故ゆ
ゑ

な
く
平
治
し
ぬ
。
御
男
子
数
多
出
で
来
さ
せ
給
ひ
し
ほ
ど
に
、
い
よ
い
よ
浅
か
ら
ず
思
し
召
し
て
、
大＊

御
台
と
申
し
け
る
と
承
る
。

こ
の
御
腹
の
君
達
は
、
八＊

幡
太
郎
義
家
・
賀
茂
次
郎
義
綱
等
、
子
孫
ま
す
ま
す
繁
昌
し
て
、
そ
の
末
々
は
久
し
き
ぞ
か
し
。
時
政
が
家
に
源
氏
を
婿
に
取
り
て
後
、
頼
も
し
く
繁
昌
す

る
例
ぞ
か
し
」と
思
ひ
廻め
ぐ

ら
す
時
は
、「
あ
な
が
ち
に
嫌
ひ
思
ふ
べ
き
に
は
あ
ら
ず
。
然
れ
ど
も
、
都
に
て
目
代
を
婿
に
取
り
、
芳
心
せ
ら
れ
下
る
な
れ
ば
、
い
か
が
は
せ
ん
」と
思
は

れ
け
る
が
、
ま
た
、
う
ち
返
し
て
思
は
れ
け
る
は
、「
よ
し
よ
し
。
た
だ
空
知
ら
ず
し
て
、
宿
所
へ
は
帰
る
べ
か
ら
ず
。
目
代
と
う
ち
連
れ
て
伊
豆
の
国こ

府ふ

へ
着
き
つ
つ
、
知
ら
ず
顔

に
も
て
な
し
姫
を
呼
ば
ん
に
、
安
か
る
べ
し
」と
驚
く
心
を
押
し
鎮し
づ

め
て
、
目
代
と
う
ち
連
れ
、
府＊

庁
に
こ
そ
は
着
か
れ
け
れ
。

然
れ
ど
も
、
北
条
は
思
ひ
延
べ
た
る
方
ぞ
な
き
。「
姫
は
一
人
な
り
。
婿
は
二
人
あ
り
。
目
代
は
我
が
取
り
た
る
婿
な
り
。
佐
殿
は
姫
が
志
深
き
婿
な
り
。
い
か
が
は
せ
ん
」と
ぞ
思

ひ
煩
ひ
け
る
。
女
房
の
方
へ
言
ひ
遣
は
し
け
る
は
、「
時
政
は
、
目
代
と
う
ち
連
れ
府
庁
に
留
ま
り
候
ひ
ぬ
。
当
時
は
神
拝
さ
ら
に
隙
な
く
、
参
り
得
ず
候
ふ
。
都
に
て
目
代
を
婿
に

取
り
て
候
ふ
。
急
ぎ
姫
を
具
足
し
て
来
た
ら
せ
給
ふ
べ
し
」と
あ
り
け
れ
ば
、
継
母
の
女
房
、
大
き
に
喜
び
て
、「
万＊

寿
を
目
代
の
方
へ
遣
は
す
も
の
な
ら
ば
、
我
が
娘
を
佐
殿
に
合
せ

ん
も
の
を
」と
内
々
に
喜
ば
れ
け
る
こ
そ
は
か
な
け
れ
。
や
が
て
姫
君
を
呼
び
ま
ゐ
ら
せ
、「
こ
れ
こ
そ
北
条
殿
の
御
文
よ
」と
て
見
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
姫
君
こ
れ
を
御
覧
じ
て
、
胸
も

う
ち
塞ふ
た

が
り
、
泣
く
よ
り
外
の
こ
と
ぞ
な
き
。
継
母
、「
こ
は
。
疾と

く
疾
く
出
で
立
ち
給
へ
」と
責
め
奉
り
給
ひ
け
れ
ば
、
姫
は
こ
れ
を
聞
く
に
つ
け
て
も
、「
実ま
こ
と

の
母
な
ら
ば
、
こ
れ

ほ
ど
に
情
な
き
こ
と
は
よ
も
あ
ら
じ
」と
思
ふ
に
ぞ
、
い
と
ど
涙
は
進
み
け
る
。
思
ひ
分
け
た
る
方
ぞ
な
き
。
出
で
立
た
ん
と
す
れ
ば
恩
愛
の
別
れ
も
悲
し
。
ま
た
、
留
ま
ら
ん
と
す

れ
ば
不
孝
の
罪
遁の
が

れ
が
た
し
。

①

＊

＊

ａ

②

Ａ
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折
節
、
佐
殿
は
物＊

へ
御
他
行
の
後
な
り
。
馴
れ
来
し
方
の
事
ど
も
を
語
り
置
く
べ
き
や
う
も
な
し
。「
と
も
か
く
も
行
き
て
こ
そ
見
め
」と
思
は
れ
け
れ
ば
、
心
な
ら
ず
出
で
立
ち
給

ふ
。
泣
く
泣
く
御
文
を
あ
そ
ば
し
て
留
め
置
か
ん
と
せ
ら
れ
け
れ
ば
、
佐
殿
は
物
よ
り
帰
り
給
ひ
け
る
。
北＊

の
方
は
濡
れ
し
ほ
た
れ
て
お
は
し
ま
す
。
佐
殿
、
こ
の
御
有
様
を
御
覧
じ

て
、「
こ
は
何
事
ぞ
」と
仰
せ
け
れ
ば
、
北
の
方
、
涙
を
押
へ
て
、「
親
に
て
侍
ふ
時
政
、
都
に
て
妾わ
ら
は

を
目
代
に
約
束
し
候
ふ
な
る
ほ
ど
に
、
府
庁
よ
り
使
あ
り
。
親
の
命
に
随し
た
が

は
ん

と
す
れ
ば
、
恩
愛
離
別
の
苦
し
み
に
胸
を
焦こ
が

し
ぬ
。
偕か
い

老ら
う

の
情
を
忘
れ
じ
と
思
へ
ば
、
不
孝
の
罪
遁
れ
が
た
し
。
と
に
も
か
く
に
も
、
も
て
あ
つ
か
う
た
る
我
が
身
の
置
き
所
な
き
こ

そ
悲
し
け
れ
」と
伏
し
沈
み
給
ふ
ぞ
わ
り
な
け
れ
。
佐
殿
も
共
に
袖
を
ぞ
絞
ら
れ
け
る
。

注　

目
代
…
…
国
守
の
代
わ
り
に
任
国
に
赴
き
国
務
を
行
う
代
官
。

大
番
…
…
大
番
役
の
こ
と
。
内
裏
及
び
院
の
御
所
や
京
都
市
中
の
警
固
役
。

家
子
・
郎
等
…
…
家
臣
た
ち
。

芳
心
…
…
親
切
を
つ
く
す
こ
と
。

一
国
の
成
敗
た
る
べ
き
由
、
約
束
し
た
り
け
る
…
…
伊
豆
の
国
の
政
務
を
任
せ
る
こ
と
を
兼
隆
が
時
政
に
約
束
し
た
。

頼
義
公
…
…
源
頼
義
。

大
御
台
…
…
大
臣
・
大
将
・
将
軍
な
ど
の
妻
を
敬
っ
て
言
う
言
葉
。

八
幡
太
郎
義
家
・
賀
茂
次
郎
義
綱
…
…
源
義
家
、
源
義
綱
。

国
府
…
…
国
ご
と
に
置
か
れ
た
地
方
行
政
府
。「
府
庁
」は
国
府
の
庁
舎
。

万
寿
…
…
北
条
政
子
の
こ
と
。

物
へ
御
他
行
…
…
ど
こ
か
へ
外
出
す
る
こ
と
。

北
の
方
…
…
妻
と
な
っ
た
北
条
政
子
の
こ
と
。

ｂ

③

Ｂ
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問
一　

波
線
部
①
〜
③
の
主
語
を
本
文
中
の
語
で
答
え
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
ａ
・
ｂ
の
係
助
詞「
こ
そ
」の
結
び
と
な
る
語
を
抜
き
出
し
、
品
詞
を
答
え
な
さ
い
。

問
三　

文
章
の
前
半
で
は
、
二
重
傍
線
部「
い
か
が
は
せ
ん
」と
あ
る
よ
う
に
、
時
政
が
思
案
す
る
さ
ま
が
繰
り
返
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

時
政
は
何
と
何
と
の
間
で
思
い
悩
ん
で
い
る
の
か
、
説
明
し
な
さ
い
。

⑵　

時
政
が
思
い
悩
ん
で
い
る
事
柄
に
つ
い
て
気
持
ち
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
な
ぜ
か
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。

⑶　

時
政
は
思
い
悩
ん
だ
あ
げ
く
に
ど
う
し
た
か
、
詳
し
く
説
明
し
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
Ａ「
継
母
、「
こ
は
。
疾
く
疾
く
出
で
立
ち
給
へ
」と
責
め
奉
り
給
ひ
け
れ
ば
」と
あ
る
が
、
な
ぜ
継
母
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
か
、
そ
の
思
惑
を
説
明
し
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
Ｂ「
我
が
身
の
置
き
所
な
き
」と
は
、
政
子
の
ど
の
よ
う
な
状
況
と
心
情
を
表
し
て
い
る
か
、
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。
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三　

次
の
文
章
は
、
あ
る
湖
に
ま
つ
わ
る
伝
承
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
く
読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
設
問
の
都
合
上
、
送
り
仮
名
を
省
略
し
た
と
こ
ろ
が 

あ
る
。）

邛き
ょ
う 
都と 
県 

下ニ 

、  

有リ  

一 

老 

姥ぼ  

、  

家 

貧ニ
シ
テ

   

孤 

独ナ
リ

  

。 

毎ニ  

食ス
ル

  

、  

輒チ 

有リ   

小
蛇  

、  

頭 

上ニ  

戴い
た
だ
キ

   

角ヲ 

、  

在リ   

牀し
ゃ
う 

間か
ん
ニ

  

。 

姥 

憐レ
ミ
テ

   

而 
飴あ
た
フ

   

之ニ 

食ヲ  

。 

後ニ  

稍や
う
や
ク

  

長 

大ト
ナ
リ

   

、  

遂ニ 

長キ
コ
ト

   

丈 

余ナ
リ

  

。 

令ニ 

有リ  

駿 

馬  

、  

蛇 

遂ニ 

吸ヒ
テ

  

殺ス  

之ヲ 

。 

令 

因 

大イ
ニ

  

忿ふ
ん 

恨こ
ん
シ

  
、  
責メ
テ

   

姥ヲ 

出い
ダ
サ
シ
ム

      

蛇ヲ 

。 

姥 

云フ 

、
「
在リ
ト

   

牀 

下ニ  

。」
令 

即チ 

掘リ  

地ヲ 

、  

愈 

深ク 

愈 

大ナ
ル
モ

   

、  

而 

無シ 

所  

見ル 

。 

令 

又 

遷う
つ
シ
テ

   

怒リ
ヲ

  
殺ス  

姥ヲ 

。 

蛇 

乃 

感ゼ
シ
メ
テ

      

人ヲ 

以テ 

霊 

言シ 

、  

瞋い
か
ル

  

令ヲ 

、
「
何 

殺  

我 

母  

。 

当  

為  

母 

報   

讐 

。」 

此ノ 

後 

、  

毎 

夜 

、  

輒チ 

聞ク
コ
ト

   

若ク  

雷ノ 
若キ
ヲ

  
風ノ 

、  

四 

十 

許 

日ナ
リ

  

。 

百 

姓 

相 

見テ 

、  

咸み
な 

驚キ 

語ル 

、
「
汝ノ 

頭 

、 

那な 

忽ん
ゾ 

戴ク
ヤ
ト

   

魚ヲ 

。」 

是ノ 

夜 

、  

方 

四 

十 

里 
、  
与  
城 

一 

時 

倶 

陥 

為  

湖 

。 

土 

人 

謂ヒ
テ

  

之ヲ   

為  

陥 

湖ト  

。 

唯ダ 

姥ノ 

宅ノ
ミ

  

無ク   

恙つ
つ
が 

、  

訖い
た
リ
テ

   

今ニ 

猶ホ 

存ス 

。 

漁 

人 

採 
捕ス
ル
ニ

   
、  
必ズ 

依リ
テ

  

止 

宿ス 

。
毎ニ  

有ル  

風 

浪  

、  

輒チ 

居レ
バ

  

宅ノ 

側ニ  

、 

恬 

静ニ
シ
テ

    

無シ   

他 

。 

風 

静カ
ニ
シ
テ

      

水 

清ケ
レ
バ

    

、    

猶ホ 

見ル   

城 

郭 

楼ろ
う 
櫓ろ
ノ   
畟し
ょ
く  

然ぜ
ん
タ
ル
ヲ

     

。

（『
搜
神
記
』に
よ
る
。）

二

一

レ

二

一

レ

二

一

二

一

二

一

レ

①

レ

レ

二

一

レ

②

レ

レ

レ

レ

③

レ

レ

Ａ

二

一

二

レ

一レ

二

レ

一レ

レ

Ｂ

レ

レ

レ

④

二

一

Ｃ

レ

レ

レ

二

一

二

一

レ

Ｄ

二

一



―   ―12

注　

邛
都
県
…
…
地
名
。

老
姥
…
…
老
女
。

牀
間
…
…
寝
台
の
あ
た
り
。

令
…
…
長
官
。
邛
都
県
の
知
事
を
い
う
。

忿
恨
…
…
憤
っ
て
恨
む
。

感
人
以
霊
言
…
…
人
に
乗
り
移
っ
て
霊
が
話
し
か
け
る
。

四
十
許
日
…
…
四
十
日
ほ
ど
。

汝 

頭
、
那
忽
戴
魚
…
…
お
ま
え
の
頭
は
、
ど
う
し
て

魚
を
乗
せ
て
い
る
の
だ
の
意
。
魚
が
頭
に
乗
る
と

い
う
の
は
、
水
死
す
る
こ
と
の
予
兆
。

土
人
…
…
土
地
の
人
。

恬
静
無
他
…
…
穏
や
か
で
静
か
で
あ
り
、
害
が
な
い
。

楼
櫓
…
…
や
ぐ
ら
。
敵
の
様
子
を
見
る
た
め
の
高
楼
。

畟
然
…
…
整
然
と
し
た
さ
ま
。

問
一　

傍
線
部
①
〜
④
の
文
中
に
お
け
る
読
み
方
を
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
記
し
な
さ
い
。（
仮
名
遣
い
は
新
旧
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。）

①　

因　
　
　

②　

愈　
　
　

③　

乃　
　
　

④　

為

問
二　

傍
線
部
Ａ
を
書
き
下
し
文
に
改
め
な
さ
い
。
な
お
、「
讐
」（
あ
だ
の
意
）は「
讐し
ゅ
う

を
」と
読
む
こ
と
。（
仮
名
遣
い
は
新
旧
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。）

問
三　

傍
線
部
Ｂ
を
口
語
訳
し
な
さ
い
。
な
お
、「
陥
」の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
訳
す
こ
と
。

問
四　

傍
線
部
Ｃ
に
つ
い
て
、
な
ぜ「
姥
宅
」の
み
が「
無
恙
」だ
っ
た
の
か
。
本
文
の
内
容
に
即
し
て
、
そ
の
理
由
を
答
え
な
さ
い
。

問
五　

こ
の
伝
承
に
お
い
て
、
邛
都
の
街
は
ど
う
な
っ
た
の
か
。
傍
線
部
Ｄ
を
踏
ま
え
て
答
え
な
さ
い
。




