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用
現
代
語
訳 

 

柴 さ
い

窯 よ
う

は
か
つ
て
多
く
の
名
品
を
生
ん
だ
古
窯

こ

よ

う

だ
が
、
そ
こ
か
ら
出
土
し
た
磁

器
の
破
片
を
持
っ
て
き
た
者
が
い
て
、
数
百
金
で
買
っ
て
く
れ
と
言
う
。
そ
の

者
が
「
こ
れ
を
冑

か
ぶ
と

に
は
め
れ
ば
戦
闘
の
際
に
鉄
砲
の
弾 た

ま

を
よ
け
ら
れ
ま
す
。
で

も
そ
れ
が
本
当
か
ど
う
か
、
確
か
め
る
方
法
は
あ
り
ま
せ
ん
。」
と
言
っ
た
の
で

私
は
答
え
た
。「
ど
う
し
て
そ
れ
を
紐 ひ

も

に
つ
る
し
、
銃
の
鉛

な
ま
り

玉 だ
ま

で
撃
た
な
い
の

だ
。
も
し
そ
の
磁
片
が
弾
を
よ
け
れ
ば
砕
け
る
は
ず
も
な
く
、
数
百
金
だ
ろ
う

と
高
く
は
な
い
。
し
か
し
も
し
砕
け
れ
ば
、
弾
を
よ
け
ら
れ
る
と
い
う
話
は
信

用
で
き
な
い
。
数
百
金
を
く
れ
と
い
う
の
は
理
に
合
わ
な
い
か
ら
無
理
だ
。」
売

り
手
は
納
得
せ
ず
、「
あ
な
た
様
は
芸
術
品
の
鑑
定
の
専
門
家
で
は
な
い
し
、
ま

っ
た
く
風
雅
を
理
解
さ
れ
な
い
方
だ
。」
と
言
っ
て
、
急
い
で
磁
片
を
し
ま
っ
て

帰
っ
て
い
っ
た
。
後
で
聞
く
と
、
金
持
ち
に
売
っ
て
百
金
を
手
に
入
れ
た
そ
う

だ
。 

 

一
般
的
に
言
っ
て
、
理
に
か
な
っ
た
方
法
で
理
想
人
（
君
子
）
を
だ
ま
す
こ

と
は
で
き
て
も
、
理
に
合
わ
な
い
こ
と
で
だ
ま
す
こ
と
は
難
し
い
。
か
み
な
り

が
落
ち
る
よ
う
に
砲
火
が
飛
び
交
う
中
で
、
ど
う
し
て
小
さ
な
破
片
で
弾
を
防

げ
る
の
か
。
ま
た
、
柴 さ

い

窯 よ
う

の
磁
器
の
色
調
は
「
雨
過

う

か

天 て
ん

清 せ
い

：
雨
上
が
り
の
澄
み



切
っ
た
青
空
」
と
称
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は

釉
う
わ
ぐ
す
り

の
色
彩
が
み
ご
と
な
だ
け
で
あ

り
、
決
し
て
神
が
作
っ
た
も
の
で
は
な
く
人
間
が
作
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ

な
の
に
ど
う
し
て
磁
器
の
破
片
が
こ
の
よ
う
に
不
可
思
議
な
力
を
持
つ
の
か
。

私
は
次
の
よ
う
な
『
旧

き
ゅ
う

瓦 が

硯 け
ん

の
歌
』
を
作
っ
た
こ
と
が
あ
る
。 

 

銅 ど
う

雀
じ
ゃ
く

台
は
す
で
に
崩
れ
、
何
も
残
っ
て
い
な
い
の
に
、
ど
う
し
て
当
時
の
瓦

か
わ
ら

が
こ
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
残
っ
て
い
る
の
か
（「
銅
雀
台
の
瓦
か
ら
作
っ
た
」
と

称
す
る
硯

す
ず
り

は
ほ
と
ん
ど
偽
物

に
せ
も
の

だ
）。
文
人

ぶ
ん
じ
ん

は
た
い
て
い
珍
し
い
物
を
好
む
癖
が

あ
る
。
だ
か
ら
偽
物
だ
わ
か
っ
て
い
て
も
と
り
あ
え
ず
自
分
の
心
を
ご
ま
か
す

の
だ
。 

 

柴 さ
い

窯 よ
う

の
磁
器
の
破
片
も
ま
た
こ
れ
と
同
じ
に
違
い
な
い
。
※
（
偽
物
だ
！
だ

か
ら
「
研
究
す
る
に
は
、
事
実
に
も
と
づ
い
た
検
証
と
合
理
的
な
判
断
を
重
ん

じ
る
態
度
が
必
要
で
あ
り
、
権
威
に
追
従
し
た
り
流
行
に
左
右
さ
れ
た
り
し
て

は
な
ら
な
い
。」
問
６
⑤

）
と
紀
昀(172

4-1
805

）

は
主
張
し
、
空
理
空
論
に
陥
っ
て
い

た
当
時
の
朱
子
学
を
批
判
し
た
。 

訳
注 

１ 

原
文
６
行
目
の
「
君
子
ハ

」
は
主
語
で
な
く
、
目
的
語
。「
主
語
」「
目
的
語
」

な
ど
の
文
法
用
語
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
語
を
説
明
す
る
た
め
の
用
語
に
過
ぎ
ず
、



中
国
語
を
説
明
す
る
に
は
不
適
切
な
点
も
あ
る
の
で
、
受
験
レ
ベ
ル
で
は
文
法

を
気
に
し
な
い
方
が
よ
い
。 

２ 

乃
す
な
わ

ち
：
そ
れ
な
の
に
、
か
え
っ
て
。 

音
読
用
書
き
下
し
文 

 

客
き
ゃ
く

有 あ

り
柴 さ

い

窯 よ
う

の
片
磁

へ

ん

じ

を
携

た
づ
さ

へ
、
数
百
金
を
索 も

と

め
て
云 い

ふ
、「
冑

か
ぶ
と

に
嵌 は

む
れ

ば
、
陣
に
臨 の

ぞ

ん
で
以 も

っ

て
火
器
を
辟 さ

く
べ
し
。
然 し

か

れ
ど
も
確 か

く

た
る
や
否 い

な

や
を
知
る

に
由 よ

し

無 な

し
。」
と
。
余 よ

曰 い

は
く
、「
何 な

ん

ぞ
縄 な

わ

も
て
此 こ

の
物
を
懸 か

け
、
銃
を
以 も

っ

て
鉛 え

ん

丸 が
ん

を
発
し
て
之 こ

れ

を
撃 う

た
ざ
る
。
如 も

し
果 は

た
し
て
火
を
辟 さ

く
れ
ば
、
必
ず
砕 く

だ

け
ず
、
価

あ
た
ひ

数
百
金
な
る
も
多
し
と
為 な

さ
ず
。
如 も

し
砕 く

だ

く
れ
ば
、
火
を
辟 さ

く
る
の
説
確 か

く

た
ら

ず
、
理
と
し
て
価

あ
た
ひ

数
百
金
を
索 も

と

む
る
能 あ

た

は
ざ
る
な
り
。」
と
。
鬻 ひ

さ

ぐ
者
肯

が
え
ん

ぜ
ず

し
て
曰 い

は
く
、「
公 こ

う

賞
し
ょ
う

鑑 が
ん

に
於 お

い

て
当
行

と
う
こ
う

に
非 あ

ら

ず
、
殊 こ

と

に
殺
風
景

さ
っ
ぷ
う
け
い

な
り
。」
と
。
急

ぎ
之 こ

れ

を

懐
ふ
と
こ
ろ

に
し
て
去
る
。
後 の

ち

貴
家

き

か

に
鬻 ひ

さ

ぎ
、
竟 つ

い

に
百
金
を
得
た
り
と
聞
く
。 

 

夫 そ

れ
君
子
は
欺

あ
ざ
む

く
に
其 そ

の
方 ほ

う

を
以 も

っ

て
す
べ
き
も
、
罔 し

ふ
る
に
其
の
道
に
非
ざ

る
を
以
て
し
難 が

た

し
。
砲
火
の
横

衝

お
う
し
ょ
う

す
る
こ
と
、
雷
霆

ら
い
て
い

の
下
撃

か

げ

き

す
る
が
如 ご

と

き
に
、

豈 あ

に
区
区

く

く

た
る
片 へ

ん

瓦 が

の
能 よ

く
禦 ふ

せ

ぐ
所

と
こ
ろ

な
ら
ん
や
。
且 か

つ
雨
過

う

か

天 て
ん

清 せ
い

は
、
釉 ゆ

う

色
し
ょ
く

の

精
妙
な
る
も
の
に
過
ぎ
ざ
る
の
み
。
究 つ

い

に
人
造
に
由 よ

り
、
神
功
に
出 い

づ
る
に
非 あ

ら

ず
。

何 な
ん

ぞ
断
裂

だ
ん
れ
つ

の
余

あ
ま
り

、
尚 な

ほ
霊
な
る
こ
と
是 か

く
の
如 ご

と

き
も
の
有
ら
ん
や
。
余 よ

旧
き
ゅ
う

瓦 が

硯 け
ん

の
歌
を
作
り
て
云 い

ふ
有
り
、 



銅 ど
う

雀
じ
ゃ
く

台 だ
い

の
址 あ

と

頽 く
ず

れ
て
遺 の

こ

す
無 な

し 

何 な
ん

ぞ
乃

す
な
わ

ち
剰

じ
ょ
う

瓦 が

の
多
き
こ
と
斯 か

く
の
如 ご

と

く
な
ら
ん
や 

文
士

ぶ

ん

し

例
お
お
む
ね

奇
を
好
む
の
癖 く

せ

有
り 

心
こ
こ
ろ

に
其 そ

の
妄 も

う

な
る
を
知
る
も
姑

し
ば
ら

く
自

み
ず
か

ら

欺
あ
ざ
む

く
な
り 

 

柴
片

さ
い
へ
ん

も
亦 ま

た
此 こ

の
類

た
ぐ
い

な
る
の
み
。 

解
説 

【
主
張
を
つ
か
む
】 

ス
テ
ッ
プ
１ 

最
初
の
２
行
を
見
る 

 

説
明
・
注
に
答
え
あ
りp

1
5
2

。
注
１
を
使
っ
て
、
傍
線
Ａ
の
前
ま
で
読
む
。

「
紫
窯
（
磁
器
の
名
品
を
産
ん
だ
古
い
釜
注
１

）
の
一

片
の

磁
器

を
携
え
、
数
百
金

を
も
と
め
て
…
」 

ス
テ
ッ
プ
２ 

最
後
の
３
行
を
見
る 

 

オ
シ
リ
か
ら 

読
む
と
わ
か
る
よ 

お
結
論p 

 

結
論
は
最
後
に
来
る
の
で
、
う
し
ろ
か
ら
な
が
め
て
最
後
は
次
の
と
お
り
。 

 
1

2

行
目
「
紫
窯
の

片
磁

も
ま
た
こ
の
類
な
る
而
已

の

み

p
1

3
6

」 

 

早
読
み
は 

最
初
と
最
後
に 

主
語
述
語p 

 

楽
を
す
る
た
め
最
後
３
行
の
最
初
だ
け
読
む
。 

 
1

0

行
目
「
銅
雀
台
の
あ
と
、
く
ず
れ
て
の
こ
す
な
し
」 

 

説
明
・
注
に
答
え
あ
り

p
1
5
2

な
の
で
注
９
の
説
明
を
見
る
。 



「（
銅
雀
台
）
の
瓦

か
わ
ら

を
用
い
て
作
っ
た
硯

す
ず
り

が
も
て
は
や
さ
れ
た
」 

ス
テ
ッ
プ
３ 

最
終
設
問
の
選
択
肢
を
見
る 

 

共
通
の
言
葉
を
探
す
と
次
の
と
お
り
。 

１
・1

2

行 

古
い

紫
窯
注
１

の
片
磁 

②
⑤ 

 
 

文
物

ぶ
ん
ぶ
つ

（
骨
董
品
） 

注
９ 

 
 

昔
の

硯
す
ず
り

注
９ 

 

時
間
節
約
の
た
め
、
選
択
肢
の
最
初
と
最
後
だ
け
を
見
る
と
、 

②
「
伝
統
の
継
承 

費
用
を
惜
し
む
な
」 

⑤
「
古
い
文
物
の
研
究 

流
行
に
左
右
さ
れ
る
な
」 

 

こ
の
ど
ち
ら
か
が
筆
者
の
主
張
だ
ろ
う
。
こ
れ
で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。
こ

こ
で
退
却
。 

問
２
Ａ{

疑
？} 

傍
線
Ａ
の
「
確
否
」
は
「
在 あ

リ

や
不 い

な

や
：
あ
る
か
、
そ
う
で
な
い
か
」

疑
問

p
8
1

と
同
じ
よ
う
に
「
確 か

く

た
る
や
否 い

な

や
（
不
＋
口
＝
否
）
」
と
読
み
、「
確
か

か
、
そ
う
で
な
い
か
」
の
意
味
。 

 

傍
線
Ａ
の
直
前
は
「（
片
磁
を
冑
に
は
め
る
と
）
火
器
を
避 さ

注2

く
べ
し
」。「
火

器
」
は
「
銃
・
鉛
丸
」
２
行
目

「
砲
」
６
行
目

と
類
推
で
き
る
の
で
、「
片
磁
を
冑
に

は
め
る
と
銃
砲
の
弾
丸
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
れ
ど
も
Ａ
無
由
知

確
か
か
、

そ
う
で
な
い
か
。」
と
な
っ
て
い
る
。 



 
あ
と
は
理
屈
か
ら
考
え
て
、「
鉄
砲
の
弾
を
さ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し

そ
れ
が
、
確
か
か
ど
う
か
は 

わ
か
ら
な
い
＝
知
る
の
に
理

由
（
根
拠
）
無
し 

→
確
た
る
や
否
や
を
知
る
に
由 よ

し

な
し
」
と
な
っ
て
②
を
正
解
と
す
る
し
か
な

い
。
私
は
こ
の
訓
読
に
時
間
が
か
か
っ
た
。
不
覚
！ 

な
お
、
原
文
の
「
由
」
は
「
経
由
」
の
「
由
」
で
、「（
も
の
ご
と
を
処
理
す

る
時
に
経
由
す
る
）
手
段
・
方
法
」
の
意
味
だ
が
、「
理
由
・
根
拠
」
と
解
し
て

も
正
解
に
は
至
る
。 

問
３{

疑
？} 

疑
問

p
7
2

「
何 な

ん
ゾ

不 ざ
ル

二

～
一

：
ど
う
し
て
～
し
な
い
の
か
？
」
だ
か
ら
、

②
か
③
。
銃
弾
で
撃
つ
の
が
②
「
冑

か
ぶ
と

」
か
③
「
磁
器
の
破
片
（
片
磁
）」
か
は
、

直
後
の
「
如 も

し

p
1
3
9

果 は

た
し
て
火
器
を
辟 さ

く
れ
ば
、
必
ず
砕
け
ず
、
価

あ
た
い

数
百
金

な
る
も
多
し
と
為 な

さ
ず
」
か
ら
、
代
金
と
し
て
数
百
金
を
「
索 も

と

め
」1

行
目

ら
れ
て

い
る
「
片
磁
」
を
撃
つ
と
わ
か
る
の
で
、
③
が
正
解
。 

問
４{

主
張}{

漢}{

注} 

「
理
由
」
を
問
わ
れ
て
い
る
の
で
傍
線
Ｃ
の
直
前
か
ら
理
由
を

見
つ
け
よ
う
と
す
る
が
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
し
か
た
な
く
後
ろ
を
見
始

め
る
と
、
次
の
段
落
の
最
初
が
「
夫 そ

れ
：
そ
も
そ
も
…
」p1

3
0

で
始
ま
る
一
般
論
・

結
論
・
主
張
な
の
で
、
こ
こ
が
重
要
ポ
イ
ン
ト
と
わ
か
る
。
そ
し
て[

説
明
・
注

で
正
解
つ
か
め
！p

1
5
2 ]

に
よ
り
、
注
４
を
見
る
と
「
理
に
か
な
っ
た
方
法
」
と
あ



り
、「
理
」
を
熟
語
に
す
る
と
「
真
理
」
で
あ
り
、
そ
の
反
対
は
「
虚
偽
」。
そ

こ
で
虚
偽
の
同
義
語
「
嘘 う

そ

」
を
含
む
⑤
が
正
解
、
か
な
？ 

 

確
認
の
た
め
に
６
行
目
を
訳
す
と
、「
そ
も
そ
も
君
子
（
理
想
の
人
）
は
欺
く

の
に
理
に
か
な
っ
た
方
法
を
も
っ
て
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
で
あ
り
、
そ
の
反

対
は
「
君
子
は
（
真
理
で
な
い
）
嘘
で
欺
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
な
り
、
筆

者
（
紀
昀

き

い

ん

）
が
君
子
だ
と
す
れ
ば
、
⑤
「
嘘
が
通
用
す
る
相
手
で
は
な
い
」
こ

と
に
な
る
。 

 

紀
昀
が
自
ら
「
自
分
は
君
子
だ
」
と
言
う
わ
け
は
な
い
が
、[

片
磁
を
買
わ
な

か
っ
た
紀
昀
＝
理
に
合
わ
な
い
行
動
は
し
な
い
君
子]

で
な
け
れ
ば
全
体
の
論
理

が
成
り
立
た
な
い
の
で
、
や
は
り
⑤
の
正
解
は
ゆ
る
が
な
い
。 

 

な
お
、
傍
線
Ｃ
の
直
前
「
公
あ
な
た
は

賞
鑑
鑑
賞

に
お
い
て
専
門
家
注3

に
あ
ら
ず

…
殺
風
景
（
風
雅
を
理
解
し
な
い
人
）
な
り
」
を
見
る
と
、
①
「
骨
董
を
見
る

目
が
な
い
」
か
③
「
風
雅
を
理
解
し
な
い
」
を
正
解
に
す
る
は
ず
。
し
か
し
出

題
者
は
常
に
論
理
・
結
論
を
君
た
ち
に
聞
き
た
い
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
結

論
の
「
夫 そ

れ
…
」
の
所
に
わ
ざ
わ
ざ
注
４
を
用
意
し
て
君
た
ち
を
誘
導
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
出
題
者
が
「
解
釈
」
し
、「
意
図
」
す
る
正
解
は
⑤
な
の
だ
。 



 
自
由
な
解
釈
を
求
め
る
君
は
怒
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
夫 そ

も

れ そ
も

試
験
と

は
出
題
者
と
の
戦
い
で
あ
り
、
戦
闘
に
お
い
て
敵
の
心
理
・
行
動
を
読
む
こ
と

は
勝
利
へ
の
第
一
歩
ナ
リ
。 

問
２
Ｄ{

対
比} 

[

論
文
は
対
比
に
注
意
！]

「
夫 そ

れ
」
以
下
は
論
文
の
結
論
で
あ
り
、

一
文
が
次
の
よ
う
な
対
比
（
対
句

つ

い

く

）
に
な
っ
て
い
る
。 

 

Ｘ 

可
能 

欺 
 

以 
[

其
方
注4
理] 

 
 
 
 ⇔

 
 
 ⇔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇔

 
 

 

Ｙ 

困

難 

罔
注5 

以 
[

非
其
道
理] 

 

し
た
が
っ
て
Ｘ
が
「[

其
方]

を
以
て
す
べ
し
」
な
の
で
Ｙ
も
「[

非
其
道]

を
以

て
し
難
し
」
で
あ
り
、
③
が
正
解
。 

 

論
理
の
対
比
で
見
れ
ば
実
に
シ
ン
プ
ル
だ
が
、
返
り
点
で
見
る
と
私
も
頭
が

痛
く
な
る
。 

問
１
ア{

於} 

拙
著

p
4
9

で
説
明
し
て
お
い
た
こ
と
わ
ざ
「
出

藍

し
ゅ
つ
ら
ん

の
誉 ほ

ま

れ
」（
生
徒

が
先
生
よ
り
出
世
す
る
こ
と
）
を
知
ら
な
い
と
解
け
な
い
。
「
神
功
に
出 い

づ
る
」

は
「
神
功
か
ら
出
る
」
の
意
味
。「
出

藍

し
ゅ
つ
ら
ん

」
も
「
藍
か
ら
出
る
」
の
意
味
。
し

た
が
っ
て
②
が
正
解
。
な
お
他
の
選
択
肢
は
次
の
と
お
り
。
①
「
帆
を
出 い

だ
す
」

③
「
師
（
軍
隊
）
を
出 い

だ
す
」
⑤
「
資
（
金
）
を
出 い

だ
す
」
④
「
出≒

奔
：
出 い

で

奔 は
し

る
」 



問
１
イ{
熟} 

「
断
裂
の
余
」
は
「
片
磁
（
磁
器
の
破
片
）」
だ
か
ら
、「
何
か
の

物
の
余
り
」。
こ
の
意
味
で
熟
語
に
す
る
と
「
残
余
：
何
か
の
物
の
残
り
、
残
り

物
」。「
余
り
」
だ
け
で
は
選
択
肢
は
絞
れ
な
い
が
、「
余
」
を
「
残
」
に
代
え
て

訳
せ
る
の
は
④
「
余
熱
：
残
っ
て
い
る
熱
」
し
か
な
い
。
残
り
の
選
択
肢
は
次

の
と
お
り
。 

 

①
「
余
裕
：
余≒

裕
：
幅
が
十
分
に
あ
る
」
⑤
「
余
暇
：
余≒

暇
：
幅
が
十

分
に
あ
る
時
間
」
②
「
余
念
：
余
念
な
く
＝
他
の
事
を
考
え
ず
、
集
中
し
て
」

③
「
余
人
：
余
人
を
も
っ
て
代
え
が
た
い
＝
他
の
人
に
は
で
き
な
い
、
こ
れ
が

で
き
る
の
は
あ
な
た
だ
け
だ
」 

問
５{

３} 

押
韻

p
1
5
8

の
問
題
な
の
で
偶
数
句
末
の
子
音
を
見
る
が
、「
斯
」
の
音

読
み
が
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
し
か
た
が
な
い
の
で
第
一
句
と
第
三
句
の
句
末

を
見
る
と
、「
遺i

」
と
「
癖h

e
k

i

」。
漢
詩
の
押
韻
と
は
句
末
の
音
を
そ
ろ
え
る

の
だ
か
ら
、
空
欄
に
入
る
の
もi

だ
と
推
定
す
れ
ば
、
正
解
は
④
「
欺g

i

」
し

か
な
い
。
あ
と
は
①
「
愉y

u

」
②
「
娯g

o

」
③
「
詐sa

」
⑤
「
虚k

y
o

」。 
 

"i"

は
母
音
じ
ゃ
な
い
の
？
押
韻
は
子
音
を
そ
ろ
え
る
ん
じ
ゃ
な
い
の
？
と
疑

問
に
思
う
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
中
国
語
の
子
音
・
母
音
は
日
本
語
と

範
囲
が
違
う
の
で
小
さ
な
こ
と
は
気
に
し
な
い
。
ま
た
、
本
当
の
こ
と
を
言
う

と
「
癖h

e
k

i

」
は
押
韻
に
な
ら
な
い
の
だ
が
、
小
さ
な
こ
と
は
気
に
し
な
い
。 



 
な
お
斯
の
音
読
み
は
「
シsi

」
だ
が
、
知
る
受
験
生
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
実

は
「
斯 し

文 ぶ
ん

：
儒
教
の
学
問
」
と
い
う
言
葉
が
あ
り
、
孔
子
思
想
の
継
承
運
動
を

し
て
い
る
「
斯 し

文
会

ぶ
ん
か
い

」
と
い
う
団
体
が
東
京
の
湯
島
に
あ
る
。 

 
ⅰ

の
正
解
が
④
と
わ
か
る
と
訓
読
は
「
し
ば
ら
く
自
ら
欺
く
」
な
の
で
、ⅱ

の
正
解
は
「
と
り
あ
え
ず
自
分
の
心
を
ご
ま
か
す
」
①
と
な
る
。 

問
６{

主
張}{

注} 

三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
つ
か
ん
だ
正
解
候
補
は
②
「
伝
統
の
継
承 

費
用
を
惜
し
む
な
」
と
⑤
「
古
い
文
物
の
研
究 
流
行
に
左
右
さ
れ
る
な
」
。 [

最

初
と
最
後
で
筆
者
は
主
張]

に
よ
り
最
後
を
見
る
が
、「
柴
片

さ
い
へ
ん

も
ま
た
こ
の
類
な
る

の
み
」
で
は
ま
っ
た
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
こ
で
結
論
が
わ
り
の
漢
詩
の
注
９
の

「
最
後
」
を
見
る
と
、「
も
て
は
や
さ
れ
た
」
と
あ
る
。「
一
時
的
に
も
て
は
や

さ
れ
る
」
の
だ
か
ら
、
⑤
「
流
行
に
左
右
」
と
同
じ
意
味
。
ま
た
⑤
「
検
証
」

は
２
行
目
の
「
確
否
」
に
あ
た
り
、
⑤
「
合
理
的
な
判
断
」
は
注
４
の
「
理
に

か
な
っ
た
」
に
あ
た
る
の
で
、
⑤
が
正
解
。 

②
は
「
費
用
を
惜
し
む
な
」
が
キ
ズ
。
第
一
段
落
で
筆
者
は
数
百
金
を
払
わ

な
か
っ
た
。 

原
文
で
な
く
注
か
ら
⑤
を
正
解
と
す
る
の
は
乱
暴
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
ど
の
国
の
古
典
学
も
、
新
し
い
創
作
で
は
な
く
古
い
も
の
の
「
注
釈
」

が
研
究
の
基
本
と
な
る
。
中
国
古
典
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。
そ
し
て
漢
文
の



試
験
も
亦 ま

タ

此 こ
ノ

類 る
い
ナ
ル

而
已

の

み

矣
！
だ
か
ら
注
だ
け
か
ら
正
解
を
導
い
て
も
不
思
議
で

は
な
い
。
む
し
ろ
こ
れ
こ
そ
漢
学
の
伝
統
な
の
だ
。
君
た
ち
に
は
想
像
も
つ
か

な
い
だ
ろ
う
が
、[
説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！]

 p
1
5
2

な
の
だ
か
ら
、
着
目
す
べ

き
は
注
、
注
、
チ
ュ
ウ
ー
！ 

 


