
確
認
問
題

古
文
の
読
解
⑴
　
日
記
・
随ず

い
筆ひ

つ
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茶
会
を
取
り
仕
切
る
岸
玄
知
は
あ
る
日
、
郊こ
う

外が
い

の
梅
園
に
て
、
花は
な

盛ざ
か

り
の
梅
の
木
を
買
っ
た
。

　
翌
日
、
酒
魚
を
以も

つ

て
樹
下
に
来
た
り
慰な

ぐ
さ

む
。
農
夫
曰い

は

く
、
根
の
損
せ
ざ
る
や
う
に
掘ほ

り
う
が
ち
、
明
日
持
ち
ま
ゐ
る
べ
し
と
云い

ふ
。
玄
知
の
云
ふ
、
い
な
左
様
に
非あ

ら

ず
。
い

つ
ま
で
も
爰こ
こ

に
置
く
べ
し
。
さ
あ
ら
ば
実
、
熟
さ
ば
如い

か何
に
す
べ
し
と
問
ふ
。
実
は
用

な
し
、
只た
だ

花
の
み
望
む
所
に
し
て
、
吾わ

が

物
に
し
て
見
ざ
れ
ば
お
も
し
ろ
か
ら
ず
と
ぞ
。

（
司し

馬ば

江こ
う

漢か
ん

「
春し
ゅ
ん

波ぱ

楼ろ
う

筆ひ
っ

記き

」
よ
り
）

楽
し
む

①

持
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う

②

い
や
、
そ
う
で
は
な
い

ど
う
す
れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
か

③

私
の
物
に
し
て
見
な
け
れ
ば
お
も
し
ろ
く
な
い

⑴

線
①
「
や
う
に
」、　
　
線
②
「
ま
ゐ
る
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て
平
仮
名

で
書
き
な
さ
い
。

①

　
②

⑵

線
③
「
問
ふ
」
と
あ
る
が
、
主
語
に
当
た
る
言
葉
は
何
か
。
古
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

ポ
イ
ン
ト

歴
史
的
仮
名
遣
い
の
原
則
を
理
解
し
よ
う
。

①
は
、
あ
う
（
au
）
→
お
う
（
ô
）
と
な
る
こ
と
に
注
意
す
る
。
②
は
、「
ゐ
」
→
「
い
」

の
原
則
に
従
う
。

ポ
イ
ン
ト

省
略
さ
れ
て
い
る
主
語
を
捉と

ら

え
よ
う
。

　
主
語
が
省
略
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
前
後
の
文
脈
か
ら
補
っ
て
考
え
る
。
こ
こ
で
は
、
玄

知
と
農
夫
が
交こ
う

互ご

に
話
し
て
い
る
こ
と
を
押お

さ
え
る
。

　
　
次
の
古
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

1

　
歴
史
的
仮か

名な

遣づ
か

い
の
原
則
（
→
の
後
が
現
代
仮
名
遣
い
の
表
記
）

①

語
中
・
語ご

尾び

の
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
↓
「
わ
・
い
・
う
・
え
・
お
」

②

ゐ
・
ゑ
・
を
（
助
詞
以
外
）
↓
い
・
え
・
お

③

ぢ
・
づ
↓
じ
・
ず

④

く
わ
・
ぐ
わ
↓
か
・
が

⑤

あ
う
（
au
）・
い
う
（
iu
）・
え
う
（
eu
）
↓
お
う
（
ô
）・
ゆ
う
（
yû
）・
よ
う
（
yô
）

1

　
省
略

　
古
文
で
は
、
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
が
省
略
さ
れ
て
い
る
の
で
、
補
っ
て
考
え
る
必
要
が

あ
る
。
主
な
も
の
は
次
の
通
り
。

①

主
語
を
表
す
「
が
」「
は
」
な
ど
の
助
詞
の
省
略
。
主
語
そ
の
も
の
が
省
略
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
。

②

目
的
語
を
表
す
助
詞
の
「
を
」
や
、「
こ
と
」「
も
の
」
な
ど
の
名
詞
の
省
略
。

2

単
元
の
要
点

https://www.kogaku-pub.com/special/winning-finish/


105　

　
九
月
ば
か
り
、
夜よ

一ひ
と

夜よ

降
り
あ
か
し
つ
る
雨
の
、
今
朝
は
や
み
て
、
朝
日
い
と
け
ざ

や
か
に
さ
し
出い

で
た
る
に
、
前せ

ん

栽ざ
い

の
露つ

ゆ

こ
ぼ
る
ば
か
り
ぬ
れ
か
か
り
た
る
も
、
い
と
を

か
し
。
透す

い

垣が
い

の
羅ら

文も
ん

、
軒の

き

の
上
に
、
か
い
た
る
蜘く

蛛も

の
巣
の
こ
ぼ
れ
残
り
た
る
に
、
雨

の
か
か
り
た
る
が
、
白
き
玉
を
つ
ら
ぬ
き
た
る
や
う
な
る
こ
そ
、
い
み
じ
う
あ
は
れ
に

。

　
す
こ
し
日
た
け
ぬ
れ
ば
、
萩は

ぎ

な
ど
の
い
と
お
も
げ
な
る
に
、
露
の
落
つ
る
に
枝
の
う

ち
動
き
て
、
人
も
手
ふ
れ
ぬ
に
、
ふ
と
か
み
ざ
ま
へ
あ
が
り
た
る
も
、
い
み
じ
う
を
か

し
、
と
い
ひ
た
る
こ
と
ど
も
の
、
人
の
心
に
は
つ
ゆ
を
か
し
か
ら
じ
と
お
も
ふ
こ
そ
、

ま
た

。

（「
枕　
草そ
う

子し

」
よ
り
）

＊
透
垣
＝
竹
や
板
な
ど
で
間
を
透す

か
し
て
作
っ
た
垣か
き

。

＊
羅
文
＝
透
垣
な
ど
の
上
に
、
細
い
竹
を
ひ
し
形
に
組
ん
で
飾か
ざ

り
に
し
た
も
の
。

〈
現
代
語
訳
〉

　
九
月
の
こ
ろ
、
一
晩
中
降
り
通
し
た
雨
が
、
今
朝
は
や
ん
で
、
朝
日
が
ぱ
っ
と
あ
ざ

や
か
に
さ
し
は
じ
め
た
と
き
に
、
庭
の
植
え
込こ

み
の
露
が
こ
ぼ
れ
落
ち
る
ほ
ど
に
ぬ
れ

て
い
る
の
も
、
と
て
も
趣
が
あ
る
。
透
垣
の
羅
文
や
、
軒
の
上
に
、
張
り
め
ぐ
ら
し
て

あ
る
蜘
蛛
の
巣
が
破
れ
残
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
雨
が
降
り
か
か
っ
て
い
る
の
が
、
白

い
玉
を
貫つ

ら
ぬ

き
通
し
て
あ
る
よ
う
な
の
は
、
た
い
へ
ん
し
み
じ
み
と
し
た
感
じ
が
し
て
趣

が
あ
る
。

　
少
し
日
が
高
く
さ
し
の
ぼ
っ
て
し
ま
う
と
、
萩
な
ど
が
ひ
ど
く
重
た
そ
う
な
の
に
、

露
が
落
ち
る
と
枝
が
動
い
て
、
人
も
手
を
触ふ

れ
な
い
の
に
、
さ
っ
と
上
の
方
へ
は
ね
あ

が
っ
た
の
も
、
と
て
も
趣
が
あ
る
、
と
私
が
言
っ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
、
ほ
か

の
人
の
心
に
は
少
し
も
お
も
し
ろ
く
あ
る
ま
い
と
思
う
の
が
、
ま
た
お
も
し
ろ
い
。

＊

＊

ま
く
ら
の

お
も
む
き

　
　
次
の
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

2

⑴　

に
は
同
じ
言
葉
が
入
る
。
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か

ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

を
か
し
か
り　
　
イ
　
を
か
し

ウ

を
か
し
か
る　
　
エ
　
を
か
し
け
れ

⑵

こ
の
文
章
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

筆
者
は
、
他
人
の
気
づ
か
な
い
自
然
の
一
場
面
を
美
し
く
描え

が

い
て
い
る
が
、
誰だ

れ

も
評

価
し
て
く
れ
な
い
こ
と
に
不
満
を
覚
え
て
い
る
。

イ

筆
者
は
、
秋
の
す
が
す
が
し
い
庭
の
様
子
を
描び

ょ
う

写し
ゃ

す
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
ら
植
物

に
触
れ
て
そ
の
感か

ん

触し
ょ
く

を
確
か
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

ウ

筆
者
は
、
自
然
の
幻げ

ん

想そ
う

的
な
姿
を
巧た

く

み
に
表
現
で
き
た
こ
と
に
満
足
を
覚
え
、
人
よ

り
も
鋭え

い

敏び
ん

な
感
受
性
が
あ
る
と
自
信
を
深
め
て
い
る
。

エ

筆
者
は
、
秋
の
雨
上
が
り
の
情
景
に
趣
を
感
じ
る
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
感
じ
方
が

人
と
異
な
る
点
に
も
お
も
し
ろ
み
を
感
じ
て
い
る
。

ポ
イ
ン
ト

係
り
結
び
の
法
則
を
理
解
し
よ
う
。

　
係
助
詞
「
ぞ
」「
な
む
」「
や
」「
か
」「
こ
そ
」
を
文
中
で
用
い
る
場
合
、
文
末
の
活
用
語

を
決
ま
っ
た
活
用
形
で
結
ぶ
表
現
方
法
。
そ
の
対
応
関
係
は
、

　
「
ぞ
・
な
む
・
や
・
か
」/

連
体
形
、「
こ
そ
」/

已い

然ぜ
ん

形
、
と
な
る
。

ポ
イ
ン
ト

古
文
の
主
題
を
捉と

ら

え
よ
う
。

あ
ら
す
じ
を
つ
か
ん
で
、
筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
を
捉
え
る
。

あ
ら
す
じ
…
筆
者
は
九
月
の
雨
上
が
り
の
朝
、
庭
の
情
景
に
趣
を
感
じ
て
い
る
。

筆
者
の
思
い
…
前
半
の
自
然
の
美
し
さ
を
趣
深
く
思
う
気
持
ち
と
、
後
半
の
「
と
て
も
趣
が

あ
る
、
と
…
…
お
も
し
ろ
い
」
と
述
べ
る
気
持
ち
に
着
目
す
る
。

5510
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⑴

線
①
「
生
ひ
出
で
た
る
人
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
誰だ

れ

の
こ
と
か
。
最
も
適
切
な
も

の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

父　
　
イ
　
継
母　
　
ウ
　
筆
者　
　
エ
　
姉
た
ち

⑵

線
②
「
あ
る
や
う
」
を
現
代
仮か

名な

遣づ
か

い
に
直
し
て
平
仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

⑶

線
③
「
い
み
じ
く
心
も
と
な
き
ま
ま
に
」
に
つ
い
て
、
次
の
各
問
い
に
答
え
な
さ

い
。

①　
「
心
も
と
な
き
」の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア

不
安
な

イ

じ
れ
っ
た
い

ウ

腹
立
た
し
い　
　
エ
　
ぼ
ん
や
り
し
た

②

そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

姉
た
ち
は
な
か
な
か
物
語
の
話
を
し
て
く
れ
な
い
か
ら
。

イ

姉
た
ち
の
話
で
は
物
語
の
筋
が
き
ち
ん
と
わ
か
ら
な
い
か
ら
。

ウ

勉
強
し
て
い
な
い
の
で
自
分
で
は
物
語
が
読
め
な
い
か
ら
。

エ

な
か
な
か
田
舎
か
ら
都
に
出
て
い
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。

⑷

線
④
「
人
ま
に
み
そ
か
に
入
り
つ
つ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
主
語
と
し
て
最
も
適
切

な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

継
母　
　
イ
　
姉
た
ち　
　
ウ
　
父　
　
エ
　
筆
者

⑸

線
⑤「
い
の
り
申
す
」と
あ
る
が
、ど
ん
な
こ
と
を
祈い

の

っ
た
の
か
。次
の
文
の

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
二
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

　
物
語
の
た
く
さ
ん
あ
る
と
い
う
京
に
早
く
上
ら
せ
、

と
い
う
こ
と
。

510

　
あ
づ
ま
路ぢ

の
道
の
は
て
よ
り
も
、
猶な

ほ

奥お
く

つ
か
た
に
生お

ひ
出い

で
た
る
人
、
い
か
許ば

か
り

か
は
あ
や

し
か
り
け
む
を
、
い
か
に
お
も
ひ
は
じ
め
け
る
事
に
か
、
世よ
の

中な
か

に
物
語
と
い
ふ
物
の
あ
ん
な

る
を
、
い
か
で
見
ば
や
と
お
も
ひ
つ
つ
、
つ
れ
づ
れ
な
る
ひ
る
ま
、
よ
ひ
ゐ
な
ど
に
、
姉
、

継ま
ま

母は
は

な
ど
や
う
の
人
び
と
の
、
そ
の
物
語
、
か
の
物
語
、
光ひ

か
る

源げ
ん

氏じ

の
あ
る
や
う
な
ど
、
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
か
た
る
を
き
く
に
、
い
と
ど
ゆ
か
し
さ
ま
さ
れ
ど
、
わ
が
お
も
ふ
ま
ま
に
、
そ
ら

に
い
か
で
か
お
ぼ
え
か
た
ら
む
。
い
み
じ
く
心
も
と
な
き
ま
ま
に
、
等
身
に
薬や
く

師し

仏ほ
と
け

を
つ
く

り
て
、
手
あ
ら
ひ
な
ど
し
て
、
人
ま
に
み
そ
か
に
入
り
つ
つ
、「
京
に
と
く
あ
げ
給た
ま
ひ

て
、
物
語

の
お
ほ
く
候
な
る
、
あ
る
か
ぎ
り
見
せ
給た
ま

へ
」
と
、
身
を
す
て
て
額ぬ

か

を
つ
き
、
い
の
り
申
す

ほ
ど
に
、
十
三
に
な
る
年
、
の
ぼ
ら
む
と
て
、
九
月
三
日
か
ど
で
し
て
、
い
ま
た
ち
と
い
ふ

所
に
う
つ
る
。

（「
更さ
ら

級し
な

日
記
」
よ
り
）

＊
あ
づ
ま
路
の
道
の
は
て
＝
常ひ
た
ち陸
の
国
、
今
の
茨い
ば
ら
き城
県
の
あ
た
り
。

＊
猶
奥
つ
か
た
＝
も
っ
と
奥
の
上か
ず
さ総
の
国
（
今
の
千
葉
県
中
央
部
）。

＊
薬
師
仏
＝
薬
師
如に
ょ

来ら
い

。

＊

＊

①（
成
長
し
た
）

（
田い
な
か舎

び
て
い
た
だ
ろ
う
に
）

（
あ
る
そ
う
だ
が
、

そ
れ
を
）
（
ど
う
に
か
し
て
見
た
い
も
の
だ
）

（
宵よ
い

の
間
を
過
ご
す
こ
と
）

②

（
見
た
い
、
知
り
た
い
と
い
う
気
持
ち
）

③

（
高
さ
が
人
間
の
身
長
と
等
し
く
）

＊

④（
人
が
見
て
い
な
い
と
き
に
）

さ
ぶ
ら
ふ

（
一
心
不
乱
に
）

⑤

（
旅
立
ち
に
先
立
ち
、
吉き

ち

日じ
つ

を
選
ん
で
近
く
へ
居
を
移
し
）

　
　
次
の
古
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

1
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⑵

線
①
「
お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
所
」
と
対
照
的
な
場
所
を
表
す
言
葉
を
、
古
文
中
か
ら

二
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

⑶
　
　
線
②
「
あ
し
つ
よ
き
人
は
、
…
…
お
そ
き
」
に
つ
い
て
、
次
の
各
問
い
に
答
え
な

さ
い
。

①　
「
よ
わ
き
」の
後
に
省
略
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
、
古
文
中
か
ら
一
字
で
書
き
抜
き
な
さ

い
。

②

こ
の
こ
と
が
、
何
に
よ
く
似
て
い
る
の
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

人
生　
　
イ
　
登
山

ウ

読
書　
　
エ
　
旅

⑷

線
③
「
け
る
」
は
、
本
来
「
け
り
」
と
な
る
べ
き
表
現
が
変
わ
っ
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
法
則
を
何
と
い
う
か
。
書
き
な
さ
い
。

⑸

線
④
「
を
か
し
き
た
と
へ
な
り
か
し
」
と
思
っ
た
の
は
誰
か
。
最
も
適
切
な
も
の

を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

須
賀
直
見

イ

旅
人

ウ

足
が
丈
夫
な
人　
　
エ　
筆
者

須す

賀が
の

直な
ほ

見み

が
い
ひ
し
は
、
広
く
大
き
な
る
書
を
よ
む
は
、
長
き
旅
路
を
ゆ
く
が
ご
と
し
。

お
も
し
ろ
か
ら
ぬ
所
も
お
ほ
か
る
を
経へ

行ゆ
き

て
は
、
又ま

た

お
も
し
ろ
く
め
さ
む
る
こ
こ
ち
す
る
浦う

ら

山や
ま

に
も
い
た
る
也な

り

、
又
あ
し
つ
よ
き
人
は
、
は
や
く
、
よ
わ
き
は
ゆ
く
こ
と
お
そ
き
も
、
よ

く
似
た
り
、
と
ぞ
い
ひ
け
る
、
を
か
し
き
た
と
へ
な
り
か
し
。

（「
玉た
ま

勝か
つ

間ま

」
よ
り
）

＊
須
賀
直
見
＝
本も
と

居お
り

宣の
り

長な
が

の
門
人
。　
　

＊
浦
山
＝
海
と
山
。

〈
現
代
語
訳
〉

　
須
賀
直
見
が
言
う
に
は
、
内
容
が
豊
か
で
量
の
多
い
書
物
を
読
む
の
は
、
長
い
旅
路
を
行

く
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
お
も
し
ろ
く
な
い
と
こ
ろ
も
多
い
け
れ
ど
、
そ
こ
を
通
り
過
ぎ
た

ら
、
ま
た
お
も
し
ろ
く
て
目
が
覚
め
る
よ
う
な
気
持
ち
が
す
る
、
海
や
山
に
も
至
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
足
が
丈じ

ょ
う

夫ぶ

な
人
は
速
く
歩
く
が
、
足
の
弱
い
人
は
進
ん
で
い
く
の
が
遅お

そ

い
の
も
、

よ
く
似
て
い
る
、
と
言
っ
た
。
お
も
し
ろ
い
た
と
え
だ
よ
。

⑴

須
賀
直
見
が
言
っ
た
言
葉
の
、
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
古
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ

い
。

＊
①

＊

②③

④

5

　
次
の
古
文
と
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

2

　
日
記
（
紀
行
文
）
の
代
表
作
に
は
、『
土と

佐さ

日
記
』『
更
級
日
記
』『
お
く
の
ほ
そ
道
』
な
ど

が
あ
る
。
随ず
い

筆ひ
つ

の
代
表
作
に
は
、『
枕
ま
く
ら
の

草そ
う

子し

』『
方ほ
う

丈じ
ょ
う

記き

』『
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』
が
あ
り
、
三
大
随
筆
と

い
わ
れ
る
。
日
記
を
読
む
と
き
に
は
当
時
の
時
代
背
景
を
理
解
す
る
こ
と
。
旅
の
困
難
さ
な

ど
を
意
識
し
て
読
む
と
よ
い
。
随
筆
に
は
日
常
生
活
を
通
し
た
、
筆
者
独
自
の
も
の
の
見
方

や
考
え
方
が
描え
が

か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
着
目
す
る
と
よ
い
。

日
記
（
紀
行
文
）・
随
筆

・

・
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5

　
さ
し
た
る
事
な
く
て
人
の
が
り
行
く
は
、
よ
か
ら
ぬ
事
な
り
。
用
あ
り
て
行
き
た
り
と
も
、

そ
の
事
果
て
な
ば
、
と
く
帰
る
べ
し
。
久
し
く
居
た
る
、
い
と
む
つ
か
し
。

　
人
と
む
か
ひ
た
れ
ば
、
詞こ
と
ば

多
く
、
身
も
草く

た
び臥

れ
、
心
も
閑し

づ
か

な
ら
ず
、
万よ

ろ
づ

の
事
障さ

は

り
て
時
を

移
す
、
互た
が

ひ
の
た
め
益や

く

な
し
。
い
と
は
し
げ
に
言
は
ん
も
わ
ろ
し
。
心
づ
き
な
き
事
あ
ら
ん

折
は
、
な
か
な
か
そ
の
よ
し
を
も
言
ひ
て
ん
。
同
じ
心
に
む
か
は
ま
ほ
し
く
思
は
ん
人
の
、

つ
れ
づ
れ
に
て
、「
い
ま
し
ば
し
、
今
日
は
心
閑
に
」
な
ど
言
は
ん
は
、
こ
の
限
り
に
は

あ
ら
ざ
る
べ
し
。
阮げ

ん

籍せ
き

が
青
き
眼ま

な
こ

、
誰た

れ

も
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
。

　
そ
の
こ
と
と
な
き
に
人
の
来き
た

り
て
、
の
ど
か
に
物
語
り
し
て
帰
り
ぬ
る
、
い
と
よ
し
。
又ま

た

、

文ふ
み

も
、「
久
し
く
聞き

こ

え
さ
せ
ね
ば
」
な
ど
ば
か
り
言
ひ
お
こ
せ
た
る
、
い
と
う
れ
し
。

（「
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

」
よ
り
）

⑴

線
①
「
む
か
ひ
た
れ
ば
」
を
現
代
仮か

名な

遣づ
か

い
に
直
し
て
平
仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

こ
れ
と
い
う
こ
と

人
の
も
と
へ

と
し
て
も

終
わ
っ
た
ら

早
く

長
い
間

わ
ず
ら
わ
し
い

①

口
数
が

平
静
で
な
く

あ
れ
こ
れ
と
支
障
を
き
た
し
て

時
を
過
ご
す
の
は

②

い
や
い
や
な
が
ら
話
す
の
も

気
が
進
ま
な
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
時
は

か
え
っ
て

わ
け

言
っ
て
し
ま
お
う
こ
ち
ら
も
相
手
と
同
じ
気
持
ち
で
対
座
し
た
い
と
思
う
よ
う
な
人
が

も
う
し
ば
ら
く

言
う
よ
う
な
場
合
は

な
い
だ
ろ
う

③

こ
れ
と
い
う
用
事

の
ん
び
り
と
語
っ
て
帰
っ
て
し
ま
う
の
は

手
紙

お
手
紙
を
差
し
上
げ
て
い
ま
せ
ん
の
で

よ
こ
し
た
の
は

⑵

線
②
「
益
な
し
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か

ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

申
し
訳
な
い

イ

無む

駄だ

で
あ
る

ウ

望
ん
で
い
な
い　
　
エ

不ふ

愉ゆ

快か
い

で
あ
る

⑶

線
③
「
阮
籍
が
青
き
眼
、
誰
も
あ
る
べ
き
こ
と
な
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
中
国

の
故
事
に
基も

と

づ
い
た
文
で
あ
り
、
次
の
文
章
は
、
そ
の
故
事
を
引
用
し
て
筆
者
が
述
べ
た

い
こ
と
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
二
十
五
字
程

度
で
書
き
な
さ
い
。

「
阮
籍
が
青
き
眼
」…
中
国
の
三
国
時
代
の
人
で
あ
る
阮
籍
が
、
客
を
喜
ん
で
迎む
か

え
る

時
は
青
い
眼
（
真
正
面
か
ら
見
る
黒
い
ひ
と
み
）
を
し
た
と
い
う
故
事
に
よ
る
。

→
【
筆
者
が
述
べ
た
い
こ
と
】

と
思
う
こ
と
が
、
誰だ

れ

に
で
も
あ
っ
て
よ
い
。

⑷

本
文
の
内
容
の
説
明
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
全
て
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

用
も
な
い
訪
問
や
長
居
は
わ
ず
ら
わ
し
い
が
、
誰
と
で
も
そ
う
と
は
限
ら
な
い
。

イ

人
と
話
し
て
い
る
と
心
身
が
疲つ

か

れ
て
し
ま
う
の
で
、
合
間
に
休
み
を
入
れ
る
と
よ
い
。

ウ

話
し
た
く
な
い
気
持
ち
で
あ
る
と
き
は
、
相
手
に
理
由
を
言
っ
て
し
ま
う
方
が
よ
い
。

エ

時
間
を
気
に
し
て
話
す
と
相
手
も
落
ち
着
か
な
い
の
で
、の
ん
び
り
と
話
す
方
が
よ
い
。

オ

長
文
の
手
紙
を
書
け
な
か
っ
た
こ
と
を
、
相
手
が
謝あ

や
ま

っ
て
く
れ
る
と
う
れ
し
い
。

25

1
　
次
の
古
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〈
山
梨
〉
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⑶

線
②
「
い
か
で
か
か
る
と
き
ほ
ま
れ
し
つ
べ
き
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
男
の

気
持
ち
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア

困
っ
て
い
る
人
々
を
助
け
る
こ
と
が
で
き
て
誇ほ

こ

ら
し
い
気
持
ち
。

イ

自
分
を
笑
っ
た
人
々
を
助
け
る
こ
と
に
な
っ
て
悔く

や

し
い
気
持
ち
。

ウ

今
回
も
ま
た
助
け
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
て
情
け
な
い
気
持
ち
。

エ

笑
わ
れ
て
い
た
の
に
今
回
助
け
て
も
ら
っ
て
う
れ
し
い
気
持
ち
。

⑷

次
は
、
本
文
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
る
先
生
と
生
徒
の
会
話
で
あ
る
。

Ⅰ

は
、

ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
考
え
て
二
十
字
以
内
の
現
代
語
で
書
き
な
さ
い
。

Ⅱ

は
当
て
は

ま
る
言
葉
を
古
文
中
か
ら
五
字
で
書
き
抜
き
な
さ
い
。

先　
生
「
人
々
は
な
ぜ
男
を
笑
っ
た
の
で
す
か
。」

生
徒
Ａ
「
は
い
。
男
が
、
遠
く
の
火
事
で
も
延え

ん

焼し
ょ
う

し
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
て
、

身
の
回
り
の
道
具
に
被ひ

害が
い

が
及お

よ

ば
な
い
よ
う
に
し
て
い
た
こ
と
を

Ⅰ

と
思
っ

た
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。」

先　
生
「
そ
う
で
す
ね
。
し
か
し
、
実
際
に
、
あ
る
日
、
火
事
が
男
た
ち
の
住
ん
で
い
た

所
ま
で
延
焼
し
て
き
て
、
食
事
を
し
よ
う
に
も
器う

つ
わ

が
な
い
こ
と
を
人
々
は
嘆な

げ

い
て

い
ま
し
た
が
、
そ
の
時
の
男
の
様
子
は
ど
う
で
し
た
か
。」

生
徒
Ａ
「
は
い
。
器
を
貸
そ
う
と
し
た
時
の
『

Ⅱ

』
と
い
う
表
情
か
ら
、
非
常
に
得

意
な
様
子
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。」

Ⅰ

Ⅱ

　
（
あ
る
男
が
）
い
づ
か
た
に
火
あ
り
と
聞
き
て
も
、
あ
り
あ
ふ
調
度
な
ん
ど
縄
に
ゆ
ひ
つ

け
て
、
井
の
う
ち
へ
入
れ
つ
。
水
に
入
れ
が
た
き
も
の
は
袋ふ

く
ろ

や
う
の
も
の
へ
う
ち
入
れ
て
、

か
た
は
ら
さ
ら
ず
お
き
ぬ
。「
火
の
か
く
遠
き
を
い
か
で
さ
は
し
た
ま
ふ
。」
と
い
へ
ば
、「
焼

け
ゆ
か
ば
遠
き
も
近
く
な
り
ぬ
べ
し
。」
と
い
ふ
。「
風
よ
け
れ
ば
こ
な
た
へ
は
き
た
ら
じ
。」

と
い
へ
ば
、「
風
か
は
り
な
ば
さ
は
あ
ら
じ
。」
と
い
ふ
。
人
み
な
笑
ひ
ぬ
。

　
あ
る
日
い
と
遠
方
の
な
り
し
が
、
風
と
み
に
吹ふ

き
い
で
て
、
ま
た
た
く
う
ち
に
焼
け
ひ
ろ

ご
り
、
か
の
男
の
あ
た
り
も
焼
け
う
せ
ぬ
。
火
し
づ
ま
り
て
、
近
き
あ
た
り
の
も
の
ら
、「
も

の
食
は
ん
と
し
て
も
う
つ
は
も
の
な
し
。」
と
な
げ
け
ば
、
か
の
男
し
た
り
が
ほ
に
て
、「
か

し
て
ま
ゐ
ら
せ
ん
。」
と
て
、
か
の
縄
を
引
き
た
ぐ
れ
ば
、
は
さ
み
よ
、
く
し
よ
な
ど
い
ふ

も
の
引
き
あ
げ
つ
。
ま
た
袋
の
う
ち
よ
り
、
う
つ
は
も
の
な
ど
出い

だ
し
つ
つ
、「
つ
ね
づ
ね

人
に
笑
は
れ
ず
ば
、
い
か
で
か
か
る
と
き
ほ
ま
れ
し
つ
べ
き
。」
と
い
ひ
し
を
、「
げ
に
も
。」

と
い
ひ
し
人
も
あ
り
し
と
ぞ
。

（「
花か

月げ
つ

草そ
う

紙し

」
よ
り
）

⑴

線
部
「
ま
ゐ
ら
せ
ん
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て
平
仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

⑵

線
①
「
あ
り
あ
ふ
調
度
な
ん
ど
」
と
は
何
を
指
す
か
。
古
文
中
か
ら
十
四
字
で
書

き
抜ぬ

き
な
さ
い
。（
句
読
点
も
字
数
に
含ふ

く

め
る
。）

火
事

①

自
分
の
そ
ば
に
離
さ
ず
置
い
て
い
た

ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
な
さ
る
の
か

も
し
風
向
き
が
変
わ
っ
た
ら
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う

②

2
　
次
の
古
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〈
鹿
児
島
改
〉




