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■
　
次
の
古
文
を
読
ん
で
、
問
い
⑴
〜
⑺
に
答
え
よ
。

こ
れ
も
今
は
昔
、
白
河
法
皇
①、
と鳥
ば羽
ど
の殿
に
お
は
し
ま
し
け
る
時
、
②北
面
の
者
ど
も

に
③、
ず受
り
や
う領

の
国
へ

く
だ下

る
ま
ね
せ
さ
せ
て
御
覧
あ
る
べ
し
と
て
、

げ
ん玄
ば
の蕃
か
み頭
ひ
さ久
た
か孝

と
い
ふ

者
を

④な
し
て
、
い衣
く
わ
ん冠
に
き
ぬ衣
い
だ出
し
て
、
そ
の
ほ
か外
の

⑤五
位
ど
も
を
ば
さ前
き駆
せ
さ
せ

⑥、
ゑ衛
ふ府

ど
も
を
ば

や
な胡
ぐ
ひ籙
お負

ひ
に
し
て
御
覧
あ
る
べ
し
と
て
、
お
の
お
の

に
し
き錦

、
か
ら唐
あ
や綾

を
着
て
、

a

劣
ら
じ
と
し
け
る
に
、
さ左
ゑ衛
も
ん
の門
じ
よ
う尉
み
な
も
と
の
源
ゆ
き行
と
ほ遠
、

⑦心
こ
と殊
に
い出
で
た立
ち
て
、「
b
人

に
か
ね
て
見
え
な
ば
、
め
な
れ
ぬ
べ
し
」と
て
、
御
所
近
か
り
け
る
人
の
家
に
1∼∼∼入

∼∼∼り∼∼∼ゐ∼∼∼∼て
、
ず従
さ者
を
呼
び
て
、「
や
う
れ
、
御
所
の
辺
に
て
見
て
こ来
」と
見
て
参
ら
せ
て

け
り
。

む無
ご期

に
見
え
ざ
り
け
れ
ば
、
c
「
い
か
に
か
う
は
遅
き
に
か
」と
、

⑧「
た
つ辰

の
時
と
こ

そ
催
し
は
あ
り
し
か
、
⑨さ
が
る
と
い
ふ
ぢ
や
う定
⑩、
う
ま午
ひ
つ
じ未
の
時
に
は
渡
ら
ん
ず
ら
ん
も
の

を
」と
思
ひ
て
2∼∼∼待∼∼∼ち∼∼∼ゐ∼∼∼∼た∼∼∼∼る∼∼∼に
、
門
の

か
た方

に
声
し
て
、「
あ
は
れ
、

⑪ゆ
ゆ
し
か
り
つ

る
も
の
か
な
、
ゆ
ゆ
し
か
り
つ
る
も
の
か
な
」と
い
へ
ど
も
、
た
だ

⑫参
る
も
の
を
い

ふ
ら
ん
と
3∼∼∼思∼∼∼ふ
程
に
、「
玄
蕃
殿
の
国
司
姿
こ
そ
、
を
か
し
か
り
つ
れ
」と
4∼∼∼い

∼∼∼ふ
。「
藤
左
衛
門
殿
は
に
し
き錦
を
着
た
ま給
ひ
つ
。
源
ひ
よ
う兵
ゑ衛
殿
は
ぬ
ひ縫
も
の物
を
し
て
、

⑬金
の
も
ん文
を
つ

け
て
」な
ど
語
る
。

あ
や
し
う
覚
え
て
、「
や
う
れ
」と
5∼∼∼呼∼∼∼べ∼∼∼ば
、
こ
の
「
見
て
こ来
」と
て
や
り
つ
る

男
、

ゑ笑
み
て

い出
で

き来
て
、「

お
ほ大
か
た方

か
ば
か
り
の
見
物

さ
ぶ
ら候

は
ず
。
d
か賀
も茂
ま
つ
り祭

も
物
に
て

も
候
は
ず
。

⑭院
の
御

さ桟
じ
き敷

の
か
た方

へ
渡
し
あ
ひ
給
ひ
た
り
つ
る
さ
ま
は
、
目
も
及
び
候

は
ず
」と
い
ふ
。「
さ
て
い
か
に
」と
い
へ
ば
、
e
「
早
う
果
て
候
ひ
ぬ
」と
い
ふ
。「
こ

は
い
か
に
、
来
て
は
告
げ
ぬ
ぞ
」と
い
へ
ば
、「
こ
は
い
か
な
る
事
に
か
候
ふ
ら
ん
。

『
参
り
て
見
て
こ来
』と
お
ほ仰
せ
候
へ
ば
、
f

も
た
た
か
ず
、
よ
く
見
て
候
ふ
ぞ
か
し
」と

い
ふ
。

お
ほ大
か
た方

と
か
く
い
ふ
ば
か
り
な
し
。

さ
る
程
に
、「
行
遠

⑮は
し
ん進
ぶ奉
ふ不
さ
ん参
、
返
す
返
す
き奇
く
わ
い怪
な
り
。
た
し
か
に
召
し
こ籠
め

よ
」と
仰
せ

く
だ下

さ
れ
て
、

は
つ
か

廿
日
余
り
候
ひ
け
る
程
に
、
g

こ
の

し次
だ
い第

を
き
こ聞

し
召
し
て
、

笑
は
せ
お
は
し
ま
し
て
ぞ
召
し
籠
め
は

⑯ゆ
り
て
け
る
と
か
。（「

宇
治
拾
遺
物
語
」よ
り
）

（
注
）　
①
　
鳥
羽
殿
…
…
白
河
法
皇
が
現
在
の
京
都
市
伏
見
の
鳥
羽
に
造
営
し
た
離
宮
。

後
の
「
御
所
」
は
「
鳥
羽
殿
」
を
指
す
。

②
　
北
面
の
者
ど
も
…
…
法
皇
の
御
所
の
北
面
に
詰
め
て
警
備
に
当
た
る
武
士

た
ち
の
こ
と
。

③
　
受
領
…
…
実
際
に
地
方
に
赴
任
し
て
執
務
し
た
地
方
長
官
。
後
の
「
国
司
」

は
「
受
領
」
と
同
じ
。

④
　
な
し
て
、
衣
冠
に
衣
出
し
て
…
…
国
司
に
仕
立
て
て
、
衣
冠
姿
で
衣
の

す
そ裾

か
ら
わ
ざ
と
下
着
の
裾
を
出
す
「
い
だ
し出
ぎ
ぬ衣
」
の
装
束
を
さ
せ
て
。

⑤
　
五
位
ど
も
を
ば
前
駆
せ
さ
せ
…
…
位
階
の
第
五
位
に
あ
た
る
者
た
ち
に
先

払
い
を
さ
せ
て
。

⑥
　
衛
府
ど
も
を
ば
胡
籙
負
ひ
に
し
て
…
…
御
所
の
警
護
や
天
皇
や
法
皇
の
行

列
の
お
供
を
し
た
「
衛
府
」
の
役
人
た
ち
に
、
矢
を
入
れ
て
お
く
た
め

の
道
具
で
あ
る
「
胡
籙
」
を
背
負
わ
せ
て
。

⑦
　
心
殊
に
出
で
立
ち
て
…
…
特
に
念
入
り
に
装
い
を
凝
ら
し
て
。

⑧
　
辰
の
時
…
…
午
前
八
時
頃
。

⑨
　
さ
が
る
と
い
ふ
定
…
…
遅
れ
る
と
は
い
っ
て
も
。

⑩
　
午
未
の
時
…
…
正
午
か
ら
午
後
二
時
頃
。

⑪
　
ゆ
ゆ
し
か
り
つ
る
も
の
か
な
…
…
す
ば
ら
し
か
っ
た
な
あ
。

⑫
　
参
る
も
の
…
…
御
所
に
参
上
す
る
者
。

⑬
　
金
の
文
…
…
金
の
紋
様
。

⑭
　
院
の
御
桟
敷
の
方
へ
渡
し
あ
ひ
給
ひ
た
り
つ
る
さ
ま
…
…
白
河
法
皇
が
桟

敷
席
に
渡
っ
て
い
か
れ
た
様
子
。

⑮
　
進
奉
不
参
…
…
法
皇
が
御
所
か
ら
お
出
か
け
に
な
る
際
に
お
供
を
し
な
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か
っ
た
こ
と
。

⑯
　
ゆ
り
て
け
る
…
…
許
さ
れ
た
。

⑴
　
文
中
の
傍
線
部
a

劣
ら
じ
と
し
け
る
・
b
人
に
か
ね
て
見
え
な
ば
、
め
な
れ
ぬ

べ
し
は
文
脈
上
ど
の
よ
う
に
解
釈
で
き
る
か
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ

か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

a
　
劣
ら
じ
と
し
け
る
（
　
　
）

ア
　
他
の
人
が
見
劣
り
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
着
飾
る
の
を
遠

慮
し
た

イ
　
他
の
人
に
見
劣
り
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
思
っ
て
着
飾
っ
た

ウ
　
他
の
人
に
遅
れ
な
い
で
お
こ
う
と
思
っ
て
い
た
の
に
行
列
に
遅
れ
て
し

ま
っ
た

エ
　
他
の
人
も
遅
れ
る
に
違
い
な
い
と
思
っ
て
ゆ
っ
く
り
と
準
備
を
し
た

b
　
人
に
か
ね
て
見
え
な
ば
、
め
な
れ
ぬ
べ
し
（
　
　
）

ア
　
他
の
人
に
は
今
ま
で
見
ら
れ
て
い
な
い
が
、
す
ぐ
に
見
る
よ
う
に
な
る
だ

ろ
う

イ
　
他
の
人
に
す
で
に
見
ら
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
着
替
え
た
方
が
よ
い
だ
ろ
う

ウ
　
他
の
人
に
は
全
く
見
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
驚
か
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う

エ
　
他
の
人
に
前
も
っ
て
見
ら
れ
て
し
ま
っ
た
ら
、
見
慣
れ
て
面
白
く
な
い
だ

ろ
う

⑵
　
文
中
の
波
線
部
1∼∼∼入∼∼∼り∼∼∼ゐ∼∼∼∼て
・
2∼∼∼待∼∼∼ち∼∼∼ゐ∼∼∼∼た∼∼∼∼る∼∼∼に
・
3∼∼∼思∼∼∼ふ
・
4∼∼∼い∼∼∼ふ
・

5∼∼∼呼∼∼∼べ∼∼∼ば
の
中
で
、
動
作
の
主
体
が
異
な
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答

え
よ
。（
　
　
）

⑶
　
文
中
の
傍
線
部
c
「
い
か
に
か
う
は
遅
き
に
か
」と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
思
っ

た
理
由
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ

選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。（
　
　
）

ア
　
源
行
遠
が
、
御
所
の
辺
り
の
様
子
を
見
に
行
か
せ
た
従
者
が
い
つ
ま
で
た
っ

て
も
戻
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
、
不
審
に
思
っ
た
か
ら
。

イ
　
源
行
遠
が
、
辰
の
時
に
は
到
着
す
る
と
聞
か
さ
れ
て
い
た
行
列
が
い
つ
ま
で

た
っ
て
も
や
っ
て
こ
な
い
こ
と
を
、
不
安
に
思
っ
た
か
ら
。

ウ
　
行
列
に
参
加
し
た
者
が
、
国
司
姿
で
行
列
に
加
わ
っ
て
い
る
は
ず
の
玄
蕃
が

い
つ
ま
で
た
っ
て
も
現
れ
な
い
こ
と
を
、
不
満
に
思
っ
た
か
ら
。

エ
　
行
列
に
参
加
し
た
者
が
、
御
所
か
ら
や
っ
て
く
る
行
列
が
い
つ
ま
で
た
っ
て

も
延
々
と
続
い
て
い
る
こ
と
を
、
疑
問
に
思
っ
た
か
ら
。

⑷
　
文
中
の
傍
線
部
d
賀
茂
祭
も
物
に
て
も
候
は
ず
と
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
と
し
て
、

最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。（
　
　
）

ア
　
京
都
の
代
表
的
な
祭
で
あ
る
賀
茂
祭
も
た
と
え
よ
う
が
な
い
ほ
ど
の
も
の
で

あ
り
ま
す
。

イ
　
京
都
の
代
表
的
な
祭
で
あ
る
賀
茂
祭
も
と
り
た
て
て
言
う
ほ
ど
の
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。

ウ
　
京
都
の
代
表
的
な
祭
で
あ
る
賀
茂
祭
は
本
当
に
す
ば
ら
し
い
も
の
に
ち
が
い

あ
り
ま
せ
ん
。

エ
　
京
都
の
代
表
的
な
祭
で
あ
る
賀
茂
祭
は
今
ま
で
に
見
た
こ
と
が
な
い
も
の
で

あ
り
ま
す
。

⑸
　
文
中
の
傍
線
部
e
「
早
う
果
て
候
ひ
ぬ
」と
い
ふ
と
あ
る
が
、
そ
の
解
釈
と
し
て
、

最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。（
　
　
）

ア
　
従
者
が
「
玄
蕃
殿
の
着
替
え
が
終
わ
り
ま
し
た
」
と
言
う
。

イ
　
従
者
が
「
玄
蕃
殿
が
や
っ
と
戻
っ
て
来
ま
し
た
」
と
言
う
。

ウ
　
従
者
が
「
行
列
が
も
う
行
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
」
と
言
う
。

エ
　
従
者
が
「
行
列
は
ま
だ
ま
だ
続
い
て
お
り
ま
す
」
と
言
う
。

⑹
　
文
中
の
空
欄
f

に
当
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
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〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。（
　
　
）

ア
　
門
　
　
イ
　
ひ
ざ膝
　
　
ウ
　
き
ぬ衣
　
　
エ
　
目

⑺
　
文
中
の
傍
線
部
g

こ
の
次
第
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
九
十
字
以
内

で
説
明
し
な
さ
い
。
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■
　
次
の
漢
文
・
書
き
下
し
文
・
現
代
語
訳
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【
漢
文
】

玉

ざ不
レ
バ

レ

み
が琢
カ、
ず不

レ

な成
ラレ

器
ト。
①

人

不
レ
バ

レ

学
バ、

不
レ

知
ラレ

道
ヲ。
こ是
ノ

②
ゆ
ゑ故
ニ

い
に
し
へ

古

の之

王

者
、
建

テレ

国
ヲ

き
み君
タ
ル
ニ
ハ

レ

民
ニ、

教

学
ヲ

な為
スレ

先
ト。
え
つ兌

め
い命
ニ

い曰
ハ
ク、「
お
も念
フ
ト

三

終

始

つ
ね典
ニ
セ
ン
コ
ト
ヲ

二

于

学
ニ一。」
そ其
レ

こ
れ此

の之

い
ひ謂

か乎
。

（「
学
記
　
第
十
八
」〈
新
釈
漢
文
大
系
28
「

ら
い礼
き記

」
所
収
〉
よ
り
）

【
書
き
下
し
文
】

玉
琢
か
ざ
れ
ば
、
器
と
成
ら
ず
。（

）。
是
の
故
に
古
の
王
者
、
国
を

建
て
民
に
君
た
る
に
は
、
③
教
学
を
先
と
為
す
。
兌
命
に
曰
は
く
、「
終
始
学
に
典
に

せ
ん
こ
と
を
念
ふ
」と
。
其
れ
此
の
謂
か
。

【
現
代
語
訳
】

玉
も
磨
か
な
い
と
、（
し
っ
か
り
と
し
た
）器
と
は
な
ら
な
い
。
人
間
も
学
ば
な
け

れ
ば
、（
人
の
歩
む
べ
き
）道
を
理
解
で
き
な
い
。
こ
の
故
に
昔
の
王
者
は
、
国
を
つ
く

り
民
に
対
し
て
（
王
と
し
て
）
君
臨
す
る
た
め
に
、（

）。「
兌
命
」と
い
う
文

書
に
書
い
て
あ
る
、「
一
生
を
通
じ
て
学
問
を
司
る
こ
と
を
念
頭
に
置
く
べ
き
だ
」と
。

④
こ
れ
は
こ
の
こ
と
を
言
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

問
一
　

線
部
①
「
人
　
不

レ　
学
、
不

レ　
知

レ　
道
」
の
書
き
下
し
文
と
し
て
、
正
し

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

ア
　
人
不
学
な
ら
ば
、
道
を
知
ら
不

イ
　
人
は
学
ば
な
い
と
、
道
を
知
ら
な
い

ウ
　
人
学
ば
ざ
れ
ば
、
道
を
知
ら
ず

エ
　
人
の
不
学
は
、
不
知
の
道
な
り

問
二
　

線
部
②
「
故
」
の
漢
字
の
持
つ
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
　
　
）

ア
　
昔
　
　
イ
　
わ
ざ
と
　
　
ウ
　
古
い
　
　
エ
　
理
由

問
三
　

線
部
③
「
教
学
を
先
と
為
す
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も

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

ア
　
人
民
を
教
え
学
ば
せ
る
こ
と
を
第
一
に
考
え
た

イ
　
教
育
と
学
問
の
重
要
性
に
つ
い
て
民
に
訴
え
た

ウ
　
教
育
・
学
問
と
人
々
の
深
い
結
び
つ
き
に
感
嘆
し
た

エ
　
民
の
教
育
と
学
問
へ
の
関
心
を
高
め
よ
う
と
し
た

問
四
　

線
部
④
「
こ
れ
」
の
指
し
示
す
一
文
を
、
漢
文
の
中
か
ら
抜
き
出
し
、
は

じ
め
の
漢
字
三
字
を
、
解
答
欄
に
記
入
し
な
さ
い
。

問
五
　
本
文
の
主
題
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
　
　
）

ア
　
優
秀
な
人
材
を
発
掘
す
る
に
は
、
人
民
の
徳
を
磨
く
た
め
の
教
育
と
学
問

が
、
最
善
の
方
法
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

イ
　
玉
は
磨
か
な
け
れ
ば
立
派
な
器
に
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
王
者
に
は
人
格

を
磨
い
た
人
物
が
つ
く
べ
き
で
あ
る
。

ウ
　
玉
を
磨
く
の
に
か
た
い
道
具
が
必
要
で
あ
る
の
と
同
じ
で
、
人
々
を
強
制

的
に
収
容
し
て
教
育
を
施
す
必
要
が
あ
る
。

エ
　
昔
の
王
者
が
教
育
を
重
視
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
統
治
者
は
教
育
の
重
要

性
を
理
解
し
、
実
践
に
移
す
べ
き
で
あ
る
。

（P201200315 005 04）
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