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復
習
用
現
代
語
訳 

 

夜
寝
て
い
る
と
、
机
を
か
じ
る
鼠
が
い
て
、
カ
リ
カ
リ
と
音
が
す
る
。
鼠
が

机
の
上
の
本
を
か
じ
る
の
を
心
配
し
た
私
は
、
暗
く
て
よ
く
見
え
な
い
ま
ま
杖

を
投
げ
つ
け
た
。
杖
は
鼠
に
当
た
ら
な
い
。
鼠
は
か
じ
る
の
や
め
た
が
し
ば
ら

く
し
て
ま
た
か
じ
り
始
め
た
。
私
は
と
う
と
う
寝
て
い
た
童
子
（
年
少
の
召
使
）

に
命
じ
、
鼠
を
追
い
払
わ
せ
た
。
こ
れ
で
鼠
は
し
ば
ら
く
姿
を
隠
し
た
が
、
童

子
が
寝
る
と
ま
た
か
じ
り
始
め
た
。
当
時
私
は
猫
を
別
の
部
屋
で
飼
っ
て
い
た
。

私
は
ね
ず
み
を
追
い
出
せ
な
い
と
わ
か
っ
た
の
で
、
童
子
に
命
じ
て
猫
を
寝
室

に
連
れ
て
こ
さ
せ
た
。
こ
れ
で
カ
リ
カ
リ
と
い
う
先
ほ
ど
の
音
は
ま
っ
た
く
聞

こ
え
な
く
な
っ
た
。 

 

さ
て
は
て
、
人
は
鼠
よ
り
賢
い
が
、
鼠
を
制
す
る
こ
と
は
人
に
は
で
き
ず
、

猫
な
ら
で
き
る
。
猫
は
人
よ
り
賢
く
な
い
が
、
鼠
は
猫
を
恐
れ
て
人
を
恐
れ
な

い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
人
に
も
猫
に
も
そ
れ
ぞ
れ
の
職
分
が
あ
る
も
の

だ
。
各
種
の
地
位
に
つ
い
て
い
る
エ
リ
ー
ト
た
ち
も
ま
た
自
分
の
職
務
を
全
う

す
る
の
み
。（「
し
か
し
役
人
た
ち
は
本
分
を
忘
れ
て
権
力
闘
争
に
あ
け
く
れ
、

職
務
権
限
を
利
用
し
て
賄
賂
を
取
っ
て
い
る
。
嘆
か
わ
し
い
こ
と
だ
。」
と
筆
者



は
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
を
ま
と
も
に
言
え
ば
政
敵
に
殺
さ
れ
る
の
で
、

た
わ
い
も
な
い
た
と
え
話
で
チ
ク
チ
ク
と
現
実
を
風
刺
す
る
し
か
な
い
。
） 

訳
注
―
―
機
械
的
翻
訳
で
は
意
味
が
通
じ
な
い
の
で
意
訳
を
多
用
し
た
。 

１ 

寂
：
静
か
な
さ
ま
。 

２ 

君
子
：
エ
リ
ー
ト
。
政
治
指
導
者
と
な
る
べ
き
人
格
者
。（
現
実
に
は
官
僚

や
大
地
主
な
ど
の
支
配
階
級
で
あ
り
、
人
格
の
完
成
度
は
問
わ
れ
な
い
。
こ
の

文
章
は
明
代
な
の
で
、「
君
子
」
は
科
挙
に
合
格
し
て
官
位
に
つ
い
て
い
る
人
々

を
指
す
。） 

音
読
用
書
き
下
し
文 

胡
子

こ

し 

夜 よ
る

臥 が

す
る
に
、
鼠

ね
ず
み

の
案

つ
く
え

に
噛 か

む
有
り
、
其 そ

の
声 こ

え

磔 た
く

磔 た
く

然 ぜ
ん

た
り
。
胡
子
鼠

の
其
の
書
を
傷 や

ぶ

る
を
懼 お

そ

る
る
や
、
乃

す
な
わ

ち
暗 あ

ん

に
投 と

う

ず
る
に
杖 つ

え

を
以 も

っ

て
す
。
杖
鼠
に

中 あ

つ
る
能 あ

た

は
ず
。
鼠
暫

し
ば
ら

く
止 や

め
て
復 ま

た
作 な

す
。
遂 つ

い

に
童
子
に
命
じ
て
起
き
て
之 こ

れ

を
逐 お

は
し
む
。
鼠
稍 や

や

竄 か
く

れ
去 さ

る
。
童
子
の
枕

ま
く
ら

に
就 つ

く
に
及
び
、
鼠
復 ま

た
噛 か

み
て

已 や

ま
ず
。
時
に
貍 り

奴 ど

別
室
に

乳
や
し
な

は
る
。
胡
子

こ

し

鼠
の
去
る
能 あ

た

は
ざ
る
を
度 は

か

る
や
、

是 こ
こ

に
於 お

い
て
童
子
に
命
じ
て
貍
奴
を
取
り
て
臥 が

内 な
い

に
置
か
し
む
。
是 こ

れ
に
由 よ

り

て
向 さ

き

の
磔 た

く

磔 た
く

た
る
者
寂 せ

き

と
し
て
聞
こ
え
ず
。
噫 あ

あ

、
人 ひ

と

鼠
よ
り
も
霊
な
ら
ざ
る
に
非 あ

ら

ざ
る
も
、
鼠
を
制
す
る
こ
と
人
に
能 よ

く
せ
ず
し
て
貍 り

奴 ど

に
能
く
す
。
貍
奴
人 ひ

と

よ

り
も
霊
な
る
に
非
ざ
る
も
、
鼠
貍 り

奴 ど

を
畏 お

そ

れ
て
人
を
畏
れ
ず
。
然 し

か

ら
ば
則

す
な
は

ち
彼 か

れ



各
お
の
お
の

職
し
ょ
く

有
る
な
り
。
君
子
の
其 そ

の
職
に
居 お

る
者
も
、
亦 ま

た
其
の
職
を
尽 つ

く
す
の

み
。 

ス
テ
ッ
プ
１ 
最
初
の
２
行
を
見
る 

 

 

「
鼠
が
机
を
噛
む
…
杖
を
投
げ
る
…
鼠
に
中 あ

た
ら
な
い
」 

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

m
10  

 

早
読
み
は 

最
初
と
最
後
に 

主
語
述
語

m
9  

 

う
し
ろ
か
ら
な
が
め
て
行
く
が
、
最
終
行
「
彼
」
と
い
う
指
示
語
の
内
容
を

つ
か
む
の
に
時
間
が
か
か
る
の
で
、「
彼
」
以
降
を
読
む
。 

 

「
お
の
お
の
職
あ
る
な
り
。
君
子
の
そ
の
職
に
お
る
者
も
、
ま
た
そ
の
職
を

尽
く
す
の
み
。」 

 

最
後
の
３
行
の
最
初
（
５
行
目
）
は
二
か
所
問
題
に
な
っ
て
お
り
、
時
間
が

か
か
り
そ
う
な
の
で
読
ま
な
い
。 

ス
テ
ッ
プ
３ 

最
終
設
問
の
選
択
肢
を
見
る 

問
６ 

三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
共
通
す
る
言
葉
は
次
の
と
お
り
。 

１
・
２
・
７
行 

鼠 

杖 

君
子 

職 

① 

鼠 
 

君
子 

② 

君
子 

役
割
←
役
職
←
職{

熟}1
7
4  



③ 
鼠 

杖 

君
子 

④ 

鼠 
杖 

君
子 

 

⑤ 

動
物 

君
子 

 

決
め
手
を
欠
く
の
で
、「
正
解
は
正
確
な
訳
で
作
ら
れ
る
」m

1
9

と
い
う
原
点

に
帰
り
、
末
尾
の
「
君
子
の
そ
の
職
に
お
る
者
も
、
ま
た
そ
の
職
を
尽
く
す
の

み
。」
の
訳
に
近
い
選
択
肢
を
探
す
。「
そ
の
職
」
の
指
示
語
「
そ
の
」
は
、[

指

示
語
は
直
前
を
受
け
る]

と
い
う
小
学
校
で
習
う
原
則
に
よ
り
、
直
前
の
「
君
子

自
身
」。
す
る
と
正
確
な
訳
に
近
い
選
択
肢
は
次
の
よ
う
に
②
し
か
な
い
。 

 
 

 

君
子
も
…
ま
た
そ
の
職
を
尽
く
す 

 
 
 
 

↓ 

 

君
子
も
…
ま
た
自
身
の
役
職
を
尽
く
す 

 
 
 
 

↓ 
 

②
君
子
は
、
自
分
の
役
割
…
を
十
分
に
や
り
と
げ
る 

な
お
「
早
読
み
は 

最
初
と
最
後
に 

主
語
述
語
」
に
よ
り
、
主
語
・
述
語

で
整
理
し
た
他
の
選
択
肢
は
次
の
と
お
り
。 

①
君
子
は
…
適
材
を
適
所
に
配
置
す
る 

③
君
子
は
…
最
も
効
果
的
な
方
策
を
選
ぶ 

④
君
子
は
…
適
切
な
使
い
方
を
す
る 



⑤
君
子
は
…
能
力
を
発
揮
さ
せ
る 

 

こ
れ
で
正
解
②
が
確
定
し
、
筆
者
の
主
張
も
②
で
つ
か
ん
で
退
却
。 

問
１{

漢}

（
１
）「
遂 つ

い

に
」1

5
2

の
正
解
は
①
。 

問
２{

熟}

「
前
後
の
状
況
を
説
明
し
た
も
の
」
を
選
べ
と
い
う
問
題
な
の
で
、
ひ

た
す
ら
波
線
部
の
前
後
を
訓
読
し
た
。 

（
ア
）「
杖 つ

え

、
鼠

ね
ず
み

に
中 あ

つ
る
能 あ

た

は
ず
。
鼠

暫
し
ば
ら

く
止 や

め
て
復 ま

た
作 な

す
。」 

「
作
」

は
熟
語
化
す
れ
ば
「
動
作
」。
こ
こ
で
は
一
行
目
の
「
噛 か

む
」
が
鼠
の
動
作
。
だ

か
ら
「
ま
た
噛
む
（
か
じ
っ
た
）」
と
な
り
、
②
③
④
。
②
の
「
杖
を
か
わ
す
こ

と
が
で
き
た
」
は
原
文
に
な
い
の
で
キ
ズ
。「
復
」
は
「
復 ま

た
」
と
読
ま
れ
て
い

る
の
で
③
の
「
す
ぐ
に
」
は
キ
ズ
で
、
④
の
「
ふ
た
た
び
（
ま
た
）
」
が
正
解
。 

（
イ
）「
鼠
や
や
竄

か
く
れ

れ
去 さ

る
。
童
子
の
枕
に
就 つ

く
に
及 お

よ

び
復 ま

た
、
噛 か

み
て
已 や

1
6
1

ま
ず
」 

「
就
」
は
「
就
職
＝
就 つ

ク
レ

職
し
ょ
く
ニ

」
と
い
う
熟
語
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
「
つ

く
」
と
読
む
。「
枕
に
就 つ

く
」
は
「
就

寝

し
ゅ
う
し
ん

」
と
同
じ
く
「
寝
る
」
の
意
味
。
そ

こ
で
①
の
「
寝
た
ふ
り
」、
②
の
「
枕
に
近
づ
こ
う
と
す
る
」
は
キ
ズ
。
②
の
「
近

づ
く
」
は
「
近
い
」
と
「
つ
く
」
か
ら
作
っ
た
ヒ
ッ
カ
ケ
。
だ
か
ら
「
近
＋
づ

く
」
は
絶
対
に
「
就 つ

く
」
と
同
じ
で
は
な
い
の
だ
。 

「
童
子
の
枕
に
就
く
に
及
び
」
の
訳
は
、「
の
」
が
主
格
の
「
が
」
だ
か
ら
「
童

子
が
寝
る
に
及
ん
で
」。
そ
こ
で
「
眠
っ
た
ま
ま
」
の
④
は
切
れ
る
。
③
と
⑤
で



は
、
③
の
「
ま
た
童
子
の
枕
を
か
じ
っ
た
」
が
ヒ
ッ
カ
ケ
。
一
行
目
を
見
る
と

鼠
が
か
じ
っ
た
の
は
「
枕
」
で
な
く
「
案

つ
く
え

」
で
し
た
。
そ
こ
で
⑤
が
正
解
。 

問
１{

熟}

（
２
）「
度
」
は
「
１
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳
で
正
解
探

せ
！
」17

4

で
熟
語
に
す
る
と
「
度
量

ど
り
ょ
う

：
度
＝
量

は
か
ル

」
な
の
で
、
正
解
は
「
は
か
る
」

の
③
。 

問
３{

漢} 

「
命

め
い
ジ

二

童
子

ど
う
じ
ニ

一

」
は
な
ん
と
か
読
め
る
。
ま
た
、
傍
線
Ａ
の
直
前
の

「
於

お
イ
テ

レ

是
こ
こ
ニ

」
の
訳
は
「
そ
こ
で
」1

4
6

。
す
る
と
傍
線
Ａ
と
そ
の
前
の
文
章
の
関

係
は
「
胡
子
…
、
そ
こ
で
童
子
に
命
じ
…
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
胡
子

が
童
子
に
命
令
し
→
胡
子
が
童
子
に
指
示
し
て
」
と
い
う
③
か
⑤
。
あ
と
は
「
貍

奴
を
取
り
て
臥 が

内 な
い

に
置
く
」
と
読
め
れ
ば
「
猫
を
取
っ
て
寝
室
注
５

に
置
い
た
」

→
「
猫
を
寝
室
に
移
」
す
⑤
が
正
解
と
わ
か
る
。 

 

な
お
、「
命
」
は
「

命
め
い
ジ
テ

レ

Ａ

 
 

ニ

Ｂ

 
 

シ
ム

（
Ａ
に
命
令
し
て
Ｂ
さ
せ
る
）」
と
い
う

使
役
で
あ
り
、「
童
子
に
命
じ
て
貍
奴
を
取
り
て
臥
内
に
置
か
し
む
」
と
訓
読
す

る
の
で
、
⑤
「
猫
を
寝
室
に
移
さ
せ
た
」
と
い
う
訳
に
な
る
が
、
そ
れ
が
で
き

な
く
て
も
正
解
に
至
る
。
負
担
の
最
小
化
を
図
っ
た
拙
著
『
早
覚
え
速
答
法
』

で
は
使
役
で
「
命
」
を
採
用
し
な
か
っ
た
。「
○
○
に
命
じ
て
…
し
む
」
と
読
め

な
く
て
も
合
格
す
る
し
、
出
題
者
も
２
・
３
行
目
で
「
童
子
に
命
じ
て
…
こ
れ

を
逐
は
し
む
」
と
読
ん
で
く
れ
て
い
る
よ
。 



問
４{
主
張} 

早
読
み
は 

最
初
と
最
後
に 

主
語
述
語
に
よ
り
、
最
初
の
１
行
目
を

見
る
と
「
胡
子
（
は
）
鼠
の
（
＝
が
）
其 そ

の
書
を
傷 や

ぶ

る
を
懼 お

そ

る
」
と
あ
る
の
で
、

筆
者
は
鼠
が
書
物
を
傷
つ
け
る
の
を
恐
れ
て
い
た
の
だ
。
そ
し
て
傍
線
Ｂ
で
鼠

の
か
じ
る
音
が
「
聞
こ
え
ず
」
の
状
態
に
な
る
と
筆
者
は
「
よ
う
や
く
安
眠
で

き
る
」
の
で
②
が
正
解
。 

 

最
初
は
こ
の
文
章
が
論
文
で
あ
る
こ
と
に
気
付
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
、
傍
線
Ｂ
ま
で
が{

事
例}

、
傍
線
Ｂ
の
次
の
「
噫 あ

あ

」
以
下
が{

事
例
に
基
づ
く

考
察}

と
い
う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
だ
か
ら{

事
例}
の
最
後
が
傍
線
Ｂ
で
あ
り
、

そ
の
内
容
を
つ
か
む
に
は
最
初
の
文
が
根
拠
に
な
る
の
だ
。
セ
ン
タ
ー
試
験
の

問
題
文
は
常
に
論
文
だ
と
警
戒
し
て
お
こ
う
。 

 

残
り
の
選
択
肢
の
キ
ズ
は
次
の
通
り
。
①
「
さ
び
し
く
」
は
傍
線
Ｂ
の
「
寂 せ

き

」

か
ら
作
っ
た
ヒ
ッ
カ
ケ
訳
。
こ
こ
で
の
意
味
は
「
寂 さ

び

し
い
」
で
は
な
く
「
物
音

が
し
な
い
こ
と
」。
③
「
物
音
が
し
な
く
な
っ
た
」
の
は
「
別
室
」
で
な
く
筆
者

が
寝
て
い
た
寝
室
（
臥
内

が

な

い

）。
④
は
す
べ
て
キ
ズ
。
⑤
は
「
猫
も
別
室
か
ら
出
て

行
っ
た
」
が
キ
ズ
。
そ
ん
な
こ
と
は
書
い
て
な
い
。 

問
５{

強}
{

熟}
{

漢} 

「
非

あ
ら
ズ

レ

不

 

ざ
ル
ニ

レ

…
」
は
二
重
否
定
の
「
…
で
な
い
こ
と
は
な
い
」

だ
か
ら
強
い
肯
定
「
必
ず
…
」1

0
4

。「
１
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳

で
正
解
探
せ
！
」1

7
4

に
よ
り
「
霊
」
は
熟
語
に
し
て
「
霊
長
」、「
制
」
は
「
制



圧
」。「
能 よ

く
」
の
訳
は
「
で
き
る
」16

2

。「
不
能
」
は
不 ず

レ

能
よ
ク
セ

と
読
ん
で
も
不 ず

レ

能
あ
た
ハ

と
読
ん
で
も
訳
は
「
で
き
な
い
」1

4
0

。 

 

以
上
を
使
っ
て
傍
線
部
を
訳
す
と
「
人
は
必
ず
鼠
よ
り
霊
長
（
な
の
）
に
、

鼠
を
制
圧
す
る
こ
と
（
は
）
人
に
で
き
ず
、
猫
に
で
き
る
。」
す
る
と
①
「
お
さ

え
る
←
制
圧
」
と
④
「
支
配
←
制
圧
」
の
戦
い
。
④
「
霊
長
類
の
最
た
る
も
の
」

と
い
う
訳
は
ヒ
ッ
カ
ケ
。「
霊
長
」
の
「
長
」
は
「
長
所
：
す
ぐ
れ
た
所
」
の
長

な
の
で
、
①
「
す
ぐ
れ
て
い
る
」
が
正
解
。
「
霊
長
」
＝
①

「
す
ぐ
れ
て
い
る
」

で
は
あ
る
が
、「
霊
長
」
＝
④

「
霊
長
類
の
最
た
る
も
の
」
で
は
な
い
ぞ
。 

 


