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復
習
用
現
代
語
訳 

 

 

現
代
に
お
い
て
学
芸
を
修
め
よ
う
と
す
る
人
々
は
、
と
も
す
れ
ば
杜
甫
の
詩

を
難
解
と
考
え
、
ま
っ
た
く
読
も
う
と
し
な
い
。
そ
し
て
彼
ら
が
朗
詠
す
る
の

は
宋
・
明
ま
た
は
晩
唐
の
詩
だ
け
だ
。
し
か
し
彼
ら
は
ま
っ
た
く
わ
か
っ
て
い

な
い
。
こ
れ
ら
の
詩
の
影
響
を
強
く
受
け
て
し
ま
う
と
、
後
で
杜
甫
の
詩
風
を

学
ぼ
う
と
し
て
も
、
も
う
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。 

 

「
学
芸
を
修
め
る
者
は
、
高
い
目
標
を
目
指
す
に
あ
た
っ
て
理
解
し
や
す
い

素
材
か
ら
始
め
る
べ
き
で
あ
り
、
途
中
の
段
階
を
無
視
し
て
い
き
な
り
難
解
な

も
の
に
進
ん
で
は
な
ら
な
い
。」
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
正
し
い

よ
う
だ
が
実
は
（
そ
の
言
い
方
だ
け
で
は
）
間
違
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
高
い

目
標
に
至
る
ま
で
の
方
法
に
正
し
い
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
か
ら

だ
。
た
と
え
ば
泰
山

た
い
ざ
ん

に
登
る
時
、
ふ
も
と
の
低
山
梁

り
ょ
う

父 ほ

か
ら
登
る
な
ら
ば
、

こ
れ
こ
そ
「
理
解
し
や
す
い
素
材
か
ら
始
め
る
」
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
梁
父

と
同
じ
低
山
で
あ
っ
て
も
、
泰
山
か
ら
は
る
か
に
離
れ
た
鳧 ふ

山 ざ
ん

・
繹 え

き

山
を
経
由

し
て
日
観
の
峰
（
泰
山
最
高
峰
）

を
目
指
す
な
ら
ば
、
ま
す
ま
す
疲
れ
ま
す
ま
す
遠

く
な
る
ば
か
り
だ
。 



 
で
は
杜
甫
の
詩
風
を
学
ぶ
者
は
ど
の
よ
う
（
な
学
習
態
度
）
で
あ
れ
ば
よ
い

の
だ
ろ
う
か
。
私
の
意
見
で
は
、
杜
甫
の
五
言

ご

ご

ん

律
詩

り

っ

し

の
う
ち
身
近
で
わ
か
り
や

す
い
詩
、
た
と
え
ば
「
天
河
」「
蛍 け

い

火 か

」「
初
月
」「
鷹 た

か

を
画 え

が

く
」「
端
午

た

ん

ご

に
衣

こ
ろ
も

を
賜

た
ま
わ

る
」
と
い
っ
た
詠
物

え
い
ぶ
つ

詩 し

（
自
然
の
風
物
を
題
材
と
す
る
詩
）
を
く
り
か

え
し
研
究
す
れ
ば
、
自
然
と
理
解
が
進
み
、
先
を
見
通
せ
な
い
な
ど
と
入
り
口

で
心
配
す
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
学
習
を
進
め
て
い
け
ば
、
各

段
階
を
経
て
高
い
境
地
に
達
す
る
こ
と
、
ほ
ぼ
間
違
い
な
し
！ 

※
「
殆

ほ
と
ん

ど
期
す
る
有
ら
ん
」
の
直
訳
は
「
十
分
に
期
待
で
き
る
」
な
の
で

「
ほ
ぼ
間
違
い
な
し
」
と
意
訳
し
た
。
ま
た
末
尾
の
「
矣
」
は
強
意
な
の
で

「
！
」
と
し
た
。
訳
文
の
文
末
だ
け
読
む
と
ま
る
で
受
験
参
考
書
の
よ
う
だ

が
、
詩
は
科
挙
（
官
吏
登
用
試
験
）
の
試
験
科
目
な
の
で
、
清
代
に
書
か
れ
た

こ
の
『
野
鴻
詩
的
』
は
詩
論
で
あ
る
と
同
時
に
試
験
科
目
「
詩
」
の
学
習
参
考

書
に
も
な
っ
た
だ
ろ
う
。「
野
鴻
」
は
筆
者
・
黄
子
雲
の
号
、「
詩
的
」
は
「
詩 し

の
的 ま

と

」
だ
か
ら
、
書
名
は
ま
る
で
『
タ
ナ
カ
の
合
格
漢
文
』
の
よ
う
な
も
の
だ

ね
。 

音
読
用
書
き
下
し
文 

 

 

世
の
学
ぶ
者
、
動 や

や

も
す
れ
ば
杜 と

詩 し

を
以
て
難
解
と
為 な

し
、
肯 あ

へ
て
一 ひ

と

た
び
も

目
を
通
さ
ず
。
咿 い

哦 が

す
る
所
の
者
は
、
宋 そ

う

・
明 み

ん

に
非 あ

ら

ざ
れ
ば
即

す
な
は

ち
晩
唐
な



り
。
詎 な

ん

ぞ
知
ら
ん
、
薫 く

ん

染 せ
ん

す
る
こ
と
既 す

で

に
深
く
、
後 の

ち

、
杜 と

に
進
ま
ん
と
欲
す
と

雖
い
へ
ど

も
也 ま

た
得 う

べ
け
ん
や
。 

 

説 と

く
者
謂 い

ふ
、
学
ぶ
者
は
当 ま

さ

に
高
き
に
登
る
に
卑 ひ

く

き
自 よ

り
す
べ
く
し
て
、
躐 れ

ふ

等 と
う

（
リ
ョ
ウ
ト
ウ
）

す
べ
か
ら
ず
と
。
此 こ

の
言 げ

ん

是 ぜ

に
近
く
し
て
非 ひ

な
る
は
、
道
に
同

じ
か
ら
ざ
る
有
る
が
故 ゆ

ゑ

な
り
。
如 も

し
泰 た

い

山 ざ
ん

に
上 の

ぼ

る
に
梁

り
や
う

父 ほ

（
リ
ョ
ウ
ホ
）

由 よ

り
し
て

登
ら
ば
、
此 こ

れ
を
之 こ

れ
卑 ひ

く

き
自 よ

り
す
と
謂 い

ふ
。
若 も

し
鳧 ふ

・
繹 え

き

を
歴 へ

て
日
観
の

巓
い
た
だ
き

に
造 い

た

ら
ん
と
冀 ね

が

は
ば
之 こ

れ

を
跡 た

づ

ぬ
る
こ
と

愈
い
よ
い
よ

労 く
る

し
く
之 こ

れ

を
去 さ

る
こ
と

愈
い
よ
い
よ

遠
し
。 

 

然 し
か

ら
ば
則

す
な
は

ち
杜 と

を
学
ぶ
者
は
当 ま

さ

に
何
如

い

か

な
る
べ
く
ん
ば
而

す
な
は

ち
可 か

な
る
か
。

余 よ

曰 い

は
く
、
杜
の
五
律
の
中 う

ち

浅
近
に
し
て
易
明
な
る
者
、「
天
河
」「
蛍 け

い

火 く
わ

」

「
初
月
」「
鷹
を
画 ゑ

が

く
」「
端
午

た

ん

ご

に
衣

こ
ろ
も

を
賜

た
ま
は

る
」
の
詠
物

え
い
ぶ
つ

等
の
篇 へ

ん

の
ご
と
き
を

反
復

は
ん
ぷ
く

尋 じ
ん

繹 え
き

せ
ば
、
心
目

し
ん
も
く

自
お
の
づ
か

ら
明
ら
か
に
し
て
、
門 も

ん

戸 こ

に
し
て
其 そ

の
望
見

ぼ
う
け
ん

せ
ざ

る
を
患

わ
づ
ら

は
ざ
る
な
り
。
此 こ

こ

よ
り
し
て
進
ま
ば
、
階 か

い

を
歴 へ

て
堂
に
升 の

ぼ

る
こ
と
、

殆
ほ
と
ん

ど
期 き

有
ら
ん
。 

補
注 

「
訓
読
は
翻
訳
」
と
い
う
立
場
に
立
つ
と
、
次
に
示
す
よ
う
に
、
問
題

文
の
訓
読
か
ら
は
翻
訳
に
至
ら
な
い
の
で
、
音
読
用
書
き
下
し
文
で
は
傍
線
部

Ａ
を
変
更
し
た
。 



■
問
題
文
の
訓
読
「
詎 な

ん

ぞ
知
ら
ん
や…

得 う

べ
き
か
を
。」→

「
ん
や
」
は
反
語

な
の
で
「
～
な
い
」→

「
知
ら
な
い…

で
き
る
か
を
」→

「
で
き
る
か
を
知
ら

な
い
」→

「
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
か
を
知
ら
な
い
」→

×
←

問
２
正
解
⑤

「
で
き

な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」 

□
修
正
後
の
訓
読
「
詎
ぞ
知
ら
ん
。…

得
べ
け
ん
や
。」→

「
知
ら
な
い…

で

き
な
い
」→

「
知
ら
な
い…

で
き
な
く
な
っ
て
い
る
」→

問
２
正
解
⑤

「
で
き
な
く

な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
な
い
」 

 

修
正
後
の
訓
読
で
は
「
を
」
を
省
か
ざ
る
を
得
な
い
が
、
問
題
文
の
訓
読
よ

り
は
翻
訳
に
近
い
。 

ス
テ
ッ
プ
１ 

 

最
初
の
２
行
を
見
る 

 

冒
頭
が
「
世
」
な
の
で
、[

今
の
世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！]

ル
ー
ル
に
よ

り
、
た
だ
ち
に
問
１
（
１
）
の
選
択
肢
を
見
る
。 

問
１
（
１
）{

熟} {

今} 

[

世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！]

と
非
難
す
る
の
で
、
非
難
口
調
を
探
す
と
、
①
「
い

き
な
り
～
」→

あ
ぶ
な
い
じ
ゃ
な
い
か
、
②
「
み
だ
り
に
～
」→

け
し
か
ら
ん
、

④
「
と
か
く
～
」→

し
が
ち
で
困
っ
た
も
の
だ
、
が
正
解
候
補
。
次
に
「
動
」
で

上
下
同
じ
意
味
の
熟
語
を
作
る
と
「
行
動
」。
①
は
熟
語
が
で
き
な
い
。
②
「
み

だ
り
に
」
は
「
妄 も

う

動 ど
う

」
か
ら
作
っ
た
選
択
肢
だ
が
、「
妄 み

だ

り
に
動
く
」
と
い
う
訓



読
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
「
妄 み

だ

り
に
」
は
「
動
く
」
様
子
を
表
す
語
に
過
ぎ
ず
、

「
動
く
」
と
同
じ
意
味
で
は
な
い
。「
行
＝
動
」
で
は
あ
る
が
「
妄
＝
動
」
で
は

な
い
の
だ
。 

「
行
＝
動
」
の
よ
う
に
上
下
同
じ
意
味
の
熟
語
で
な
け
れ
ば
、「
動
」
の
翻
訳

と
は
言
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
②
「
み
だ
り
に
」
は
「
妄
」
の
訳
で
は
あ
っ
て

も
、「
動
」
の
訳
で
は
な
い
。
問
わ
れ
て
い
る
の
は
「
動
」
の
意
味
な
の
だ
。 

④
「
と
か
く(

～
し
が
ち)

」
は
「
行
動
」
あ
る
い
は
「
動
向(

動=

向)

」
そ
の
も

の
な
の
で
、
④
「
と
か
く
」
は
「
動
」
の
意
味
と
言
え
る
。
だ
か
ら
②
が
ヒ
ッ
カ

ケ
で
④
が
正
解
。 

 

な
お
、「
動 や

や

も
す
れ
ば
」
と
い
う
訓
読
は
あ
る
が
、
読
め
て
も
正
解
に
は
至

ら
な
い
だ
ろ
う
。 

 

筆
者
の
主
張
を
つ
か
む
た
め
に
訳
し
続
け
る
と
、
次
の
と
お
り
。 

 

傍
線
(1)
の
下
の
「
杜
詩
を
以
て
難
解
と
為
す
」
は
「
Ａ
を
以
て
Ｂ
と
為
す
：

Ａ
を
Ｂ
と
考
え
る
」1

4
3

。
あ
と
は
注
１
も
使
っ
て
訳
す
と
、「
近
ご
ろ
の…

人

は…

杜
詩
を
難
解
と
考
え
る
」
と
な
り
、
こ
れ
に
対
し
て
筆
者
が
「
ま
ち
が
っ

て
い
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
す
る
と
筆
者
の
主
張
は
次
の
と
お
り
。 

 

世 
 

杜
詩
は
難
解 

 
↑
 

世
の
人
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！ 

 

筆
者 

杜
詩
は
難
解
で
は
な
い 



 
こ
れ
で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。
一
問
解
い
て
筆
者
の
主
張
の
一
部
「
杜
詩
は

難
解
で
は
な
い
」
も
つ
か
ん
だ
の
で
、
三
分
経
過
。
ス
テ
ッ
プ
２
・
３
に
移
ら

ず
そ
の
ま
ま
読
み
進
め
る
。 

問
２{

ン
ヤ} {

漢} 
[

反
語
は
コ
レ
だ
け
語
尾
の
ン
ヤ

5
6]

に
よ
り
「
詎 な

ん

ぞ
知
ら
ん

や
」
の
訳
は
「
ど
う
し
て
知
ろ
う
か
、
い
や
知
ら
な
い
。」
な
の
で
、「
知
ら
な

い
」
の
②
③
⑤
。「
雖

い
へ
ど

も
」1

4
2

の
訳
は
「
～
と
は
い
っ
て
も
」
だ
か
ら
⑤
「…

て
も
、」
が
正
解
。 

 

探
求
す
る
人
の
た
め
の
補
説 

「
可
得
乎
」
は[

反
語
の
公
式

6
0

⑥]

よ
り
本
来
「
可 べ

ケ
ン

レ

得 う

乎 や

」
と
反
語
に
読

む
。
す
る
と
「
得
ら
れ
よ
う
か
。
い
や
得
ら
れ
な
い
」
と
な
る
。
ま
た
「
得
ら

れ
な
い
」
は
「
不 ず

レ

得 え

」1
4
2

で
あ
り
、
訳
は
「
で
き
な
い
」
。
こ
れ
が
正
解
⑤
の

「
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
」
と
対
応
す
る
。
し
か
し
、
問
題
文
が
「
得 う

べ
き

か
」
と
読
み
、「
得 う

べ
け
ん
や
」
と
読
ま
な
い
の
は
次
の
理
由
に
よ
る
。 

傍
線
Ａ
は
も
と
も
と
「
詎 な

ん

ぞ

知
し
ラ
ン
ヤ

二…

可
レ

得
乎 や

ヲ
一

」
と
一
文
に
な
っ
て
い
る

も
の
を
二
つ
に
切
り
離
し
た
も
の
で
あ
り
、
も
し
「
可
得
乎
」
を
反
語
で
読
ん

で
傍
線
Ａ
を
一
文
で
読
む
と
、「
詎 な

ん

ぞ…
…

得 う

べ
け
ん
や
を
知
ら
ん
や
」
と
な

る
。
読
ん
で
も
落
ち
着
き
が
悪
い
。
そ
れ
は
日
本
語
の
「
ん
や
」
が
文
末
に
し

か
来
な
い
た
め
だ
。
そ
こ
で
「
や
」
を
同
じ
疑
問
・
反
語
の
係
助
詞
「
か
」
に



代
え
、「
詎 な

ん

ぞ…
…

得 う

べ
き
か
を
知
ら
ん
や
」
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
二
分
割

し
た
の
が
傍
線
Ａ
な
の
だ
。 

中
国
語
で
読
む
と
簡
単
に
意
味
が
わ
か
る
の
だ
が
、
日
本
語
で
無
理
や
り
訓

読
す
る
と
実
に
複
雑
。
で
も
、
き
み
た
ち
は
ニ
ッ
ポ
ン
の
受
験
生
だ
。
よ
く
わ

か
ら
な
い
所
は
避
け
、
確
か
な
知
識
だ
け
を
頼
り
に
読
み
進
め
ば
必
ず
正
解
に

至
る
。 

問
１
（
２
）{

漢} 

「
是 ぜ

：
正
し
い
こ
と
」1

5
1

と
考
え
て
（
２
）
の
前
後
を
訓
読

す
れ
ば
「
是 ぜ

に
近
く
し
て
（
実
は
）
非
（
あ
や
ま
り
）
」
と
な
り
、
⑤
が
正

解
。 

問
３{

注}{

主
張}{

今}{

対
比} 

対
比
を
問
う
問
題
。[

説
明
・
注
で
正
解
つ
か
め
！1

7
6]

に

よ
り
注
の
８
９
10

11
を
図
に
す
る
と
次
の
と
お
り
。 

 

泰
山

た
い
ざ
ん←

―
←

梁
り
ょ
う

父 ほ 
 

日
観←

―
―
→

南→

愈
い
よ
い
よ

労 く
る

シ
ク
・
ま
す
ま
す
遠 と

お

シ―
→

鳧 ふ

・
繹 え

き↓
 

 

＝ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
←
―
―
―
―
←

 
 

 
 

泰
山 

 

ま
た[

最
初
と
最
後
で 

筆
者
は
主
張

m
9 ]

に
よ
り
第
一
段
落
最
初
の
「
世
の

学
ぶ
者
、
杜
詩
を
以
て
難
解
と
為
し…

一
た
び
も
目
を
過
さ
ず
。
咿 い

哦 が

（
＝

朗

唱

ろ
う
し
ょ
う

）
す
る
所
の
者
は
、
宋 そ

う

・
明 み

ん

に
非
ざ
れ
ば
即
ち
晩
唐
な
り
」
に
着
目
す

る
。[

今
の
世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！m

1
3 ]

に
よ
り
、
筆
者
は
世
の
学
者
の
態
度



を
否
定
し
て
い
る
。
す
る
と
、
筆
者
の
主
張
は
世
の
学
者
の
反
対
で
あ
り
、
杜

詩
（
杜
甫
の
詩
）
を
称
賛
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
あ
と
は
肯
定
「
ヨ
シ
！
」

と
否
定
「
ダ
メ
！
」
で
ふ
り
わ
け
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
結
果
は
次
の
と
お
り

対
比
だ
。 

○
杜
詩
は
ヨ
シ
！ 

泰
山
は
注
８
で
「
名
山
」
と
あ
る
か
ら
ヨ
シ
！ 

 

⇔
対
比 

×

宋
・
明
・
晩
唐
の
詩
は
世
の
学
者
が
朗
唱
す
る
詩
な
の
で
ダ
メ
！
鳧 ふ

・
繹 え

き

は

労 く
る

シ
ク
、
遠 と

お

シ
な
の
で
ダ
メ
！ 

 

し
た
が
っ
て
Ⅰ
泰
山
、
Ⅲ
鳧
・
繹
と
な
り
、
Ⅱ
を
検
討
す
る
ま
で
も
な
く
正

解
は
③
。
な
お
、
Ⅱ
に
つ
い
て
は
現
代
語
訳
で
確
認
し
て
く
れ
。
第
三
段
落
も

理
解
し
て
Ⅱ
を
選
ぼ
う
な
ど
と
思
う
と
、
実
際
の
試
験
の
制
限
時
間
に
は
間
に

合
わ
な
い
。
で
も
対
比
の
構
造
は
し
っ
か
り
復
習
し
て
理
解
し
て
お
か
な
い

と
、
せ
っ
か
く
苦
労
し
て
作
ら
れ
た
過
去
問
が
キ
ミ
の
役
に
た
た
な
い
の
で
、

是
非

ぜ

ひ

120
％
の
復
習
を
！ 

問
４{

漢}{

疑
？} 

（
ⅰ
）
「
当
」
は
「
当 ま

さ

に…

べ
し
」1

5
9

だ
か
ら
、「
べ
し
」
の
な

い
①
②
⑤
が
消
え
、「
何
如
」
は
「
い
か
ん
」8

1

だ
か
ら
、「
い
ず
れ
の

如
ご
と
ク1

4
7

」

と
読
む
③
が
消
え
、
正
解
は
④
「
当 ま

さ

に
何
如
な
る
べ
く
ん
ば
而

す
な
は

ち
可 か

な
る

か
」。 

 

探
求
を
好
む
人
の
た
め
の
厳
密
な
説
明
は
次
の
と
お
り
。 



１
「
而
」
に
つ
い
て
出
題
者
は
「（…

す
れ
）
バ
而

す
な
わ

ち…

」
と
訓
読
し
て
い
る
の

で
、「
べ
し
」
は
次
の
よ
う
に
変
化
す
る
。 

 
 

べ
し
＋
ば
、
す
な
わ
ち 

 
 
 
 
↓
 
 

仮
定
の
い
が
よ
み

113 

 
 

べ
く
ん
ば
、
す
な
わ
ち 

 

２
「
い
か
ん
」
は
「
べ
く
ん
ば
」
に
続
く
た
め
、
次
の
よ
う
に
変
化
す
る
。 

 

い
か
ん
＋
べ
く
ん
ば 

 

 
 
↓

 

二
つ
の
言
葉
だ
け
で
は
結
合
し
な
い
の
で 

 
 
↓

「
あ
る
」
が
加
わ
る
の
が
日
本
語 

 

い
か
ん
＋
あ
る
＋
べ
く
ん
ば 

 
 
↓

 
 

い
か
ｎ
ａ
る
＋
べ
く
ん
ば 

 
 
↓

 
 

い
か
な
る
べ
く
ん
ば 

 

３
「
何
如

い

か

ん

」
は
文
末
に
来
る
が

81

、
④
は
そ
の
原
則
に
反
す
る
の
で
は
？ 

 

文
④
は
次
の
よ
う
に
条
件
文
と
結
果
文
の
二
つ
か
ら
な
る
。 

 
 

条
件
文 

当
何
如
、
ま
さ
に
い
か
な
る
べ
く
ん
ば 

（
ど
の
よ
う
で
あ
れ
ば
） 

 
 

結
果
文 

而
可
。 

す
な
は
ち 

可
な
る
か
？ 

 

（
よ
い
か
？
） 

 
 

 

こ
こ
で
「
何
如
」
は
条
件
文
の
文
末
に
来
て
い
る
の
で
原
則
に
合
う
。 

４ 

よ
っ
て
④
は
正
解
で
あ
る
。 



（
ⅱ
）「
何
如
」
は[

疑
問
の
公
式

8
1]

か
ら
「
ど
う
か
」
と
い
う
訳
で
あ
り
「
状

態
」
を
問
う
語
句
だ
。
す
る
と
①
「
ど
の
よ
う
で
あ
れ
ば
」
が
「
状
態
」
を
た

ず
ね
て
い
る
語
だ
か
ら
正
解
と
な
る
。 

問
５ 

選
択
肢
と
訳
文
を
照
ら
し
合
わ
せ
て
キ
ズ
を
探
す
だ
け
。
①
の
「
蛍
が

人
間
の
幸
福
に
な
に
も
寄
与
し
な
い
」
は
訳
４
行
目
の
「
私
の
衣
に
と
ま
り
光

を
灯
す
」
と
矛
盾
す
る
の
で
キ
ズ
。
②
の
「
蛍…

に
作
者
自
身
の
あ
こ
が
れ
」

は
訳
文
最
終
行
の
「
衰
え
弱
っ
て
ど
こ
に
行
く
の
だ
ろ
う
か
」
と
矛
盾
。
③
の

「
無
情
な
」
は
「
薄
情
、
冷
淡
、
冷
酷
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
訳
文
に
な
い
の

で
キ
ズ
。
④
の
「
作
者
自
身
の
消
極
的
な
態
度
」
は
訳
文
最
終
行
の
「
衰
え
弱

っ
て
」
に
近
い
と
い
う
だ
け
の
ヒ
ッ
カ
ケ
。「
衰
弱
」
と
「
消
極
」
は
同
じ
で

は
な
い
。
⑤
の
「
蛍
の…

さ
ま
よ
う
さ
ま
」
は
訳
文
の
５
６
行
目
「
風
に
乗
っ

て…

飛
ん
で
い
っ
て…

雨
に
ぬ
れ
て…

向
か
っ
て
い
っ
て
」
と
合
致
。
ま
た
⑤

の
「
蛍…

に
作
者
自
身
の
旅
人
と
し
て
の
姿
も
投
影
」
を
正
し
い
と
す
る
と
、

訳
文
最
終
行
の
「
衰
え
弱
っ
て…

行
く
の
」
が
蛍
で
あ
る
と
同
時
に
旅
人
で
あ

る
作
者
自
身
と
な
り
、
特
に
矛
盾
は
な
い
。
そ
こ
で
⑤
が
正
解
。 

 

な
お
、
設
問
は
「
本
文
の
主
旨
を
踏
ま
え
た
こ
の
詩
の
解
釈
」
を
求
め
て
い

る
。「
本
文
の
主
旨
」
の
一
部
は
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
に
よ
り
「
杜
甫
の
詩
は
難

解
で
は
な
い
」
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
注
８
を
参
考
に
す
れ
ば
「
杜
甫
の
詩
は



名
山
の
よ
う
に
す
ば
ら
し
い
」
こ
と
が
本
文
の
主
旨
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考

え
て
も
「
本
文
の
主
旨
」
は
問
５
の
詩
の
解
釈
と
ま
っ
た
く
無
関
係
だ
。「
本

文
の
主
旨
を
踏
ま
え
た…

」
は
「
筆
者
の
主
張
の
理
解
度
を
問
い
た
い
！
」
と

い
う
出
題
者
の
熱
い
思
い
に
よ
る
余
計
な
語
句
で
あ
ろ
う
。 

問
６{

主
張}{

熟} 

オ
シ
リ
か
ら 
読
む
と
わ
か
る
よ 

お
結
論

m
1
0

に
よ
り

原
文
最
後
の
傍
線
部
Ｃ
は
筆
者
の
主
張
の
結
論
。
そ
こ
で
こ
の
傍
線
部
Ｃ
の
理

解
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
。「
階
」
は
受
験
の
ウ
ラ
わ
ざ
「
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
「
階
段
」。「
歴
」
は
４
行
目

の
下
で
「
歴 へ

て
」。「
升

の
ぼ
ル

」
は
出
題
者
が
読
ん
で
く
れ
て
い
る
か
ら
、「
階
段
を

へ
て
堂
に
の
ぼ
る
」
の
が
筆
者
の
主
張
。
ま
た
、
原
文
の
最
初
で
杜
詩
を
ヨ
シ

と
し
、
さ
ら
に
問
３
の
作
業
で
杜
詩
ヨ
シ
・
泰
山
ヨ
シ
と
し
て
い
る
の
で
、

「
堂
」
が
「
杜
詩
・
泰
山
」
に
相
当
し
、「
階
段
を
へ
て
杜
詩
・
泰
山
に
の
ぼ

る
」
の
が
筆
者
の
主
張
と
な
る
。
こ
う
し
て
お
い
て
、
選
択
肢
を
確
認
す
る
。 

①
「
高
度
な
作
品
を
避
け
て
始
め
た
と
し
て
も
」
は
「
と
し
て
も
」
が
キ

ズ
。
②
の
「
人
々
か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
分
野
」
は
原
文
冒
頭
で
「
世
の
学

者
」
が
杜
詩
を
難
解
と
し
て
避
け
て
い
る
の
で
キ
ズ
。
③
は
「
ど
れ
を…

選
択

し
て
も
よ
く
」
が
キ
ズ
。
④
の
「
高
い
目
標
を
選
択
し
て
、
そ
の
低
い
所
か
ら

…

進
む
」
も
、
⑤
の
「
基
礎
的
で
わ
か
り
や
す
い
内
容
の
も
の
か
ら
始
め
れ
ば



…
す
ぐ
れ
た
境
地
に
達
す
る
」
も
「
階
段
を
へ
て…

に
の
ぼ
る
」
と
合
致
す
る

の
で
こ
こ
か
ら
が
勝
負
だ
。 

 

④
と
⑤
を
比
較
す
る
と
、
④
は
「
山
に
登
る
場
合…

低
い
と
こ
ろ
か
ら…

進

み
始
め
て
こ
そ…

」、
⑤
は
「
山
の
頂
上
に
た
ど
り
つ
く
に
は…

な
る
べ
く
安

全
な
道
を
選
ぶ
」。
そ
し
て
泰
山
＝
杜
詩

に
登
る
こ
と
を
述
べ
た
４
・
５
行
目
は
次

の
と
お
り
。 

「
泰
山
」
に
登
る
の
に
「
麓

ふ
も
と

に
あ
る
低
い
山
注
９

」
か
ら
登
る
な
ら
、
こ
れ
は

「
卑 ひ

く

き
と
こ
ろ

自 よ

り
」
登
る
と
言
え
る
。
も
し
「
泰
山
か
ら
遠
く
離
れ
た

低
い
山
注

1
0

」
か
ら
登
る
な
ら
、
登
る
の
は
困
難
だ
。 

 

⑤
の
キ
ズ
は
「
な
る
べ
く
」
だ
。
低
い
山
か
ら
登
っ
て
も
、
泰
山
か
ら
遠
け

れ
ば
登
頂
で
き
な
い
の
で
、「
な
る
べ
く
」
で
は
ダ
メ
だ
。
泰
山
の
「
麓
に
あ

る
低
い
山
注
９

」
か
ら
登
っ
て
こ
そ
④

成
功
す
る
。 

 

④
の
「
低
い
と
こ
ろ
か
ら
」
は
「
麓
に
あ
る
低
い
山
注
９

」
の
「
麓
に
あ
る
」

を
欠
く
の
で
キ
ズ
で
は
な
い
か
？
と
い
う
疑
問
に
、
出
題
者
は
次
の
よ
う
に
答

え
る
だ
ろ
う
。 

  

④
は
「
高
い
目
標
を
選
択
し
て
、
そ
の
低
い
と
こ
ろ
か
ら
」
と
し
て
お
り
、

「
そ
の
」
と
い
う
指
示
語
は
直
前
を
受
け
る
の
で
「
そ
の
低
い
と
こ
ろ
」
と
は

「
高
い
目
標
の
低
い
と
こ
ろ
」
で
あ
る
。
「
高
い
目
標
の
低
い
と
こ
ろ
」
と
は



「
高
い
目
標
を
目
指
す
実
行
の
容
易
な
手
段
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
比
喩
的
に
言

い
換
え
た
の
が
「
泰
山
高
山

の
麓
に
あ
る
低
い
山
注
９

（
だ
か
ら
泰
山
に
登
り
や

す
い
）」
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
キ
ズ
は
な
い
。
漢
文
の
問
題
も
国
語
力
を
測

る
た
め
の
手
段
な
の
だ
か
ら
、
指
示
語
や
比
喩
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。 


