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0

1
4

・
平
成
26
年 

復
習
用
書
き
下
し
文
※
音
読
の
た
め
ル
ビ
と
送
り
が
な
の
歴
史
的
か
な
づ
か
い
は
今
の
か
な
づ
か

い
に
変
更
。 

１
原
因 

 

江
南
に
竹
多
し
。
其 そ

の
人 ひ

と

筍
た
け
の
こ

を
食
ら
ふ
を
習 な

ら

ふ
。
春
の
時
に
方 あ

た
る
毎 ご

と

に
、

苞 ほ
う

甲 こ
う

土
よ
り
出 い

で
、
頭 と

う

角 か
く

繭 け
ん

栗 り
つ

、
率

お
お
む

ね
以
て
採
食
に
供
す
。
或 あ

る

い
は
蒸

じ
ょ
う

瀹 や
く

し

て
以
て
湯 と

う

と
為 な

し
、
茹 じ

ょ

介 か
い

茶 ち
ゃ

荈 せ
ん

以
て
饋

と
ぼ
し

き
を
充 み

た
す
。 

 

事 こ
と

を
好
む
者
目 も

く

す
る
に
清 せ

い

嗜 し

を
以
て
し
、
方 ま

さ

に
長
ず
る
を
靳 と

ら
ず
。 

２
結
果 

 

故
に
園 え

ん

林 り
ん

豊 ほ
う

美 び

、
複 ふ

く

垣 え
ん

重
ち
ょ
う

扃 け
い

に
し
て
、
主
人
居 き

ょ

嘗
し
ょ
う

愛
護
す
と
雖

い
え
ど

も
、
其 そ

の

之 こ
れ

を
食
ら
ふ
に
甘 あ

ま

し
と
す
る
に
及 お

よ

ぶ
や
、
剪 せ

ん

伐 ば
つ

し
て
顧

か
え
り

み
ず
。
独 ひ

と

り
其 そ

の
味 あ

じ

苦 に
が

く
し
て
食
品
に
入 い

ら
ざ
る
者
の
み
、

筍
た
け
の
こ

常 つ
ね

に
全

ま
っ
た

し
。
毎 つ

ね

に
渓 け

い

谷 こ
く

厳 が
ん

陸 り
く

の
間
に

当
た
り
て
、
地
に
散 さ

ん

漫 ま
ん

し
て
収 お

さ

め
ら
れ
ざ
る
者
は
、
必
ず
苦 に

が

き
に
よ
り
棄
て
ら

る
る
者
な
り
。
而 し

か

る
に
甘 あ

ま

き
者
は
之 こ

れ

を
取
り
て
或 あ

る

い
は
其 そ

の
類 る

い

を
尽 つ

く
す
に
至

る
。
然 し

か

ら
ば
甘 あ

ま

き
者
は
自

み
ず
か

ら
戕

そ
こ
な

ふ
に
近
し
。
而 し

か

る
に
苦 に

が

き
者
は
棄
て
ら
る
と

雖
い
え
ど

も
、
猶 な

ほ
剪 せ

ん

伐 ば
つ

を
免

ま
ぬ
か

る
る
が
ご
と
し
。 

３
考
察 

 

夫 そ

れ
物 ぶ

つ

類 る
い

は
甘
き
を
尚

と
お
と

び
、
苦 に

が

き
者
は
全

ま
っ
た

き
を
得
た
り
。
世
に
貴 き

は
取
ら

れ
賤 せ

ん

は
棄
て
ら
れ
ざ
る
は
莫 な

し
。
然 し

か

れ
ど
も
亦 ま

た
取
ら
る
る
者
の
幸

さ
い
わ

ひ
な
ら
ず



し
て
、

偶
た
ま
た
ま

棄
て
ら
る
る
者
に
幸

さ
い
わ

ひ
な
る
を
知
る
。
豈 あ

に
荘 そ

う

子 し

の
所
謂

い
わ
ゆ
る

無
用
を

以
て
用
と
為 な

す
者
の
比 た

ぐ

ひ
な
る
か
。 

注 １ 

採
食
＝
地
主 

２ 

茹
介
茶
荈
充
饋 

 

問
題
文
の
注
５
で
訳
す
と
「
タ
ケ
ノ
コ
の
穂
先
の
柔
ら
か
い
皮
と
茶
を
食
卓

に
な
ら
べ
る
」
と
な
り
、
不
自
然
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
次
の
よ
う
に
推
測
し

て
試
読
し
た
。 

充
饋
＝
充
飢 

（
饋
＝
匱
＝
欠
乏
） 

茹
介
＝
茹
芥 

タ
ケ
ノ
コ
の
う
ち
、
通
常
は
食
べ
な
い
部
分
。
※
「
草
茹
」
は

フ
ク
ロ
タ
ケ
と
い
う
き
の
こ
。
タ
ケ
ノ
コ
や
キ
ノ
コ
の
よ
う
な
形
で
土
か
ら
出

た
食
用
植
物
が
「
茹
」
と
思
わ
れ
る
。
芥
＝
と
る
に
足
ら
な
い
部
分
。 

茶
荈
＝
茶 

※
茶
は
早
摘
み
、
荈
は
晩
摘
み
の
茶
。 

 

復
習
用
現
代
語
訳 

 
 

１
原
因 

 

江
南
地
方
は
竹
が
多
く
、
そ
こ
で
は
筍
を
食
べ
る
風
習
が
あ
る
。
春
に
な
る

と
、
生
え
た
ば
か
り
の
子
牛
の
角
の
よ
う
に
、
ほ
ん
の
少
し
外
皮
が
土
か
ら
出



る
。
普
通
は
そ
れ
を
地
主
に
納
め
る
。
蒸
し
煮
し
て
ス
ー
プ
と
し
、
通
常
は
食

べ
な
い
部
分
や
茶
葉
を
入
れ
て
飢
え
を
し
の
ぐ
場
合
も
あ
る
。 

 

一
方
、
風
流
人
は
清
ら
か
な
竹
林
を
な
が
め
る
の
を
好
む
の
で
、
ま
さ
に
伸

び
よ
う
と
す
る
竹
の
子
ど
も
、
す
な
わ
ち
筍
は
切
ら
な
い
。 

２
結
果 

 

そ
こ
で
、
平
素
か
ら
大
事
に
し
て
い
る
幾
重
に
も
垣
根
や
門
扉
を
し
つ
ら
え

た
美
し
い
庭
園
で
も
、
食
べ
て
う
ま
い
筍
だ
と
わ
か
る
と
持
ち
主
は
惜
し
げ
も

な
く
切
っ
て
し
ま
い
、
ま
ず
く
て
口
に
入
ら
な
い
も
の
だ
け
が
そ
の
ま
ま
残
る
。

山
の
中
で
採
ら
れ
て
い
な
い
筍
が
散
見
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ま
ず
い
の
で
見
捨

て
ら
れ
た
筍
で
あ
る
。
一
方
、
味
の
よ
い
筍
は
取
ら
れ
、
時
に
は
取
り
尽
く
さ

れ
る
。
そ
う
な
る
と
、
う
ま
い
も
の
は
自
害
す
る
に
等
し
く
、
ま
ず
い
も
の
は

棄
て
ら
れ
て
も
切
ら
れ
ず
に
す
む
よ
う
だ
。 

３ 

考
察 

 

一
般
に
、
物
に
お
い
て
は
お
い
し
い
も
の
が
尊
重
さ
れ
、
ま
ず
い
も
の
は
そ

の
ま
ま
で
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
世
の
常
と
し
て
、
価
値
あ
る
も
の
が
取
ら
れ
、

価
値
の
低
い
も
の
は
棄
て
ら
れ
る
。
し
か
し
ま
た
、
取
ら
れ
る
も
の
が
不
幸
で
、

た
ま
た
ま
捨
て
ら
れ
る
者
が
幸
運
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
る
。
も
し
か
し
て
こ
れ

こ
そ
『
荘
子
』
の
言
う
『
無
用
ヲ
以
テ
用
ト
為
ス
』
こ
と
と
同
じ
な
の
だ
ろ
う

か
？ 



※
陸
樹
声
『
苦
竹
記
』
よ
り
。
官
職
を
辞
退
す
る
こ
と
で
有
名
だ
っ
た
彼
は
、

闘
争
激
し
い
明
の
政
界
に
あ
っ
て
、
高
官
と
な
り
な
が
ら
も
九
十
七
歳
ま
で
生

き
延
び
た
。
な
お
右
の
「
用
」
は
、
官
吏
と
し
て
「
登 と

う

用 よ
う

」
さ
れ
、「
重

ち
ょ
う

用 よ
う

」

さ
れ
て
出
世
す
る
場
合
の
「
用
」
で
あ
る
。 

解
説 

※4
4
.6

は
問
題
文
44
ペ
ー
ジ
６
行
目
を
示
す
。 

【
主
張
を
つ
か
む
】 

ス
テ
ッ
プ
１ 

最
初
の
２
行
を
読
む 

 

「
江
南
」
の
人
々
は

筍
た
け
の
こ

を
食
べ
、
あ
れ
こ
れ
料
理
し
て
「
食
卓
に
な
ら
べ

る
注
５

」 

ス
テ
ッ
プ
２ 

最
後
の
３
行
を
読
む 

 

オ
シ
リ
か
ら 

読
む
と
わ
か
る
よ 

お
結
論

m
1

 
 

に
よ
り
末
尾
か
ら
読
も
う
と
す

る
が
、
末
尾
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
で
も
、
傍
線
部
の
「
豈 あ

に

5
6

」、「
所
謂

い
わ
ゆ
る1

4
2

」

「
Ａ
を
以
て
Ｂ
と
為
す

1
4
3

」
は
読
め
る
の
で
、
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
行
く
。 

ス
テ
ッ
プ
３ 

最
後
の
問
７
を
見
る 

 

「
Ａ
を
以
て
Ｂ
と
為
す

1
4
3

」
に
よ
り
「
無
用
を
以
て
用
と
為
す
」
と
読
ん
で

い
る
④
か
⑤
が
正
解
。 

 

次
に
、[

三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
共
通
す
る
用
語]

を
探
す
と
、「
た
け
の
こ
」
が

１
行
目
「

筍
た
け
の
こ

」
と
⑤
「
タ
ケ
ノ
コ
」
に
あ
る
が
、
④
に
は
な
い
！ 



 
④
は
「
豈
」
の
末
尾
を
「
ん
や
」
の
反
語
で
読
み
、
⑤
は
「
な
る
か
」
の
「
な

る
」
が
連
体
形
な
の
で
、
疑
問
で
読
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
両
方
あ
り
う
る
。 

 

⑤
の
「
比 た

ぐ

ひ
」
は
「
比
類
（
比
類
な
き
、
類

た
ぐ
い

ま
れ
な
る
）」
と
い
う
熟
語
か

ら
の
読
み
で
、
正
解
で
あ
る
可
能
性
が
高
い

1
7
0

。
う
ー
ん
。
④
か
？
⑤
か
？ 

 

あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
④
「
無
用
の
よ
う
に
見
え
る
も
の
こ
そ
役
に
立
つ
」

も
⑤
「
無
用
と
さ
れ
る
も
の
こ
そ
天
寿
を
ま
っ
と
う
す
る
」
も
「
無
用
が
ヨ
イ
」

点
は
同
じ
。
正
解
は
二
つ
に
し
ぼ
れ
た
し
、
主
張
も
「

筍
た
け
の
こ

…
無
用
が
ヨ
イ
」

と
わ
か
っ
た
。
こ
れ
で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。
こ
こ
で
最
初
に
も
ど
る
。 

問
１ 

{

注}

（
１
）
傍
線
部
の
直
前
で
「
竹
多
」
く
、
１
～
２
行
目
で
「
春
…
毎 ご

と

に

…
採
食
に
供
し
」
し
、
あ
れ
こ
れ
料
理
し
て
注
４

「
食
卓
に
な
ら
べ
る
注
５

」
の
で
、

「
筍
を
食
ら
ふ
を
」
習
慣
と
し
て
い
る
④
が
正
解
。 

 

な
お
②
「
弊
習
」
は
「
弊
害
習
慣
」
で
悪
い
習
慣
。「
悪
弊
」
と
も
い
う
。 

問
２ 

{

漢}{

注}{

熟}{

対
比} 

 

「
方 ま

さ

に

1
5
8

（
ち
ょ
う
ど
）」
な
の
で
②
③
⑤
に
し
ぼ
る
。
②
の
「
…
な
る
も
、」

は
「
…
で
あ
る
が
」
と
い
う
逆
接
だ
が
、
逆
接
を
示
す
漢
字
「
而 し

か

る
に

4
4
.6

」
な

ど
が
な
い
。
③
は
「
上
下
」
を
使
っ
て
読
み
が
複
雑
な
の
で
確
認
が
大
変
。
そ

こ
で
簡
単
そ
う
な
⑤
で
確
認
す
る
。 



「
清
嗜
」
は
注
６
「
清
雅
な
も
の
へ
の
嗜
好
」。
注
６
を
さ
ら
に
熟
語
を
使
っ
て

訳
す
と
「
清
涼
風
雅
へ
の
嗜
好
」
→
「
風
流
へ
の
愛
好
」。
す
る
と
⑤
「
目
す
る

に
清
嗜
を
以
て
し
」
は
「
目
す
る
に
風
流
へ
の
愛
好
を
以
て
し
」
→
「
風
流
を

見
る
の
を
愛
好
し
」
→
「
風
流
を
愛
し
」。 

ま
た
⑤
「
方 ま

さ

に
長
ず
る
を
靳 と

ら
ず
」
は
「
ち
ょ
う
ど
成
長
し
よ
う
と
す
る
○

○
を
取
ら
な
い
」。
○
○
は
１
行
目
か
ら
「
竹
」
で
あ
り
、「
ち
ょ
う
ど
成
長
し

よ
う
と
す
る
竹
」
は
「

筍
た
け
の
こ

」
だ
ろ
う
。 

 

こ
こ
で
傍
線
と
そ
の
前
を
主
語
述
語
で
ま
と
め
る
と 

[

主]

江
南
の
人 

[

述] 

筍
た
け
の
こ

を
食
べ
る 

[

主]

好
事
者 

 
[

述]

風
流
を
好
み 

筍
た
け
の
こ

を
取
ら
な
い 

 

傍
線
の
後
は
、[

対
比
に
注
意
！]

す
る
と 

 

故
に
…
甘
い
ウ
マ
イ

と
剪
伐 

←
対
比
→ 

苦 に
が

い
マ
ズ
イ

筍
ノ だ

ミ け

完
全 

と
な
っ
て
い
る
。 

 

す
る
と
、「
江
南
の
人
は
筍
を
食
べ
る
の
で
ウ
マ
イ
筍
は
切
る
が
、
好
事
者
は

風
流
を
好
み
筍
を
取
ら
な
い
の
で
、
マ
ズ
イ
筍
だ
け
完
全
な
ま
ま
残
る
」
と
な

っ
て
論
理
は
ピ
ッ
タ
シ
。
正
解
は
⑤
。 



 
な
お
、
③
「
事
を
好
む
者
清
嗜
を
以
て
方
に
長
ず
る
を
靳
と
ら
ず
と
目
す
」

の
訳
は
「
事
を
好
む
者
は
、
風
流
へ
の
愛
好
に
よ
っ
て
筍
を
取
ら
な
い
と
見
る
」

で
あ
っ
て
意
味
不
明
。 

問
３{

対
比} 

 

苦
い
＝
マ
ズ
イv

s

甘
い
＝
ウ
マ
イ 

と
い
う
対
比
が
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
次

の
よ
う
に
「
」
内
の
漢
字
を
拾
い
な
が
ら
６
７
行
目
が
読
め
る
。 

 
Ⅰ

苦
い
と
「
棄
」
て
ら
れ
、Ⅱ

甘
い
と
根
こ
そ
ぎ
「
取
」
ら
れ
る
の
で
、Ⅲ

甘
い
と
「
戕

そ
こ
な

」
い
、Ⅳ

苦
い
と
「
棄
」
て
ら
れ
る
が
「
伐 き

」
ら
れ
な
い
。 

 

な
お
、Ⅰ

は
「
苦 に

が

き
に
よ
り
棄
て
ら
る
る
」
と
読
む
。
こ
の
「
よ
り
」
は
比

較

4
4

で
は
な
く
理
由
。
見
た
こ
と
が
な
い
の
でⅠ

は
迷
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

Ⅱ
Ⅲ
Ⅳ

が
か
ん
た
ん
で
、
し
か
もⅡ

甘Ⅲ

甘Ⅳ

苦
の
組
み
合
わ
せ
は
①
し
か
な

い
。 

 

ま
た
、Ⅳ

が
わ
か
ら
な
か
っ
た
も
の
は
基
本
的
な
漢
字
を
問
う
問
４
が
で
き

な
か
っ
た
は
ず
。 

問
４{

漢} 

 

「
猶 な

ホ
～
ご
と
シ
：
ま
る
で
～
の
よ
う
だ
」1

5
5

→
「
同
じ
よ
う
な
」
⑤ 

 

解
答
に
１
秒
以
上
か
か
っ
た
人
は
要
注
意
。 

問
１
（
２
）{

対
比} 



 
６
行
目
の
対
比
で
は
、
マ
ズ
イ
苦
は
「
棄
」
て
ら
れ
、
ウ
マ
イ
甘
は
「
取
」

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
「
ウ
マ
イ
の
を
取
る
＝
ウ
マ
イ
の
を
尚
＝
ウ
マ
イ
の
を

尊
重
す
る
③
」
の
で
、
取
っ
て
食
う
。
ウ
マ
イ
の
を
④
「
保
全
す
る
」
ま
ま
だ

と
取
っ
て
食
べ
な
い
こ
と
に
な
る
。 

 

な
お
、
こ
こ
で
の
「
尚
」
は
「
と
う
と
ぶ
」
と
読
み
、
使
用
例
は
「
尚

し
ょ
う

武 ぶ

の

気
風
：
武
を
と
う
と
ぶ
」
な
ど
だ
が
、
知
っ
て
い
る
必
要
は
な
い
。 

問
５{

強} 

 

「
莫
不

1
2
2

」
の
読
み
は
「
～
ざ
る
は
莫 な

し
」
な
の
で
①
か
③
。
問
３
のⅠ

で
、

苦
は
捨
て
ら
れ
る
。[

対
比
に
注
意
！]

す
れ
ば 

 

苦
＝
マ
ズ
イ
＝
賤
←
対
比
→
甘
＝
ウ
マ
イ
＝
貴 

と
な
り 

 

 

苦
＝
賤
な
の
で
、
苦
は
捨
て
ら
れ
、
賤
も
棄
て
ら
れ
、
正
解
は
「
賤
は
棄
て

ら
れ
」
の
③
。 

 

な
お
「
貴
・
賤
」
は
「
取
る
・
棄
つ
」
の
目
的
語
だ
が
、
こ
の
場
合
の
「
貴

取
」「
賤
棄
」
を
「
貴
ヲ
取
ル
・
賤
ヲ
棄
ツ
」
と
は
読
ま
な
い
。
そ
の
理
由
は
、

「
取

 
 

ル
レ

貴

 
 

ヲ

」
の
よ
う
に
ひ
っ
く
り
返
っ
て
読
む
時
だ
け
「
ヲ
」
と
読
む
習
慣
（
読

み
ク
セ
）
が
あ
る
か
ら
だ
。 

 

「
取
る
」
対
象
の
「
貴
」
が
「
取
る
」
の
前
に
提
示
さ
れ
て
い
る
時
は
、「
貴
」

の
次
に
「
は
」
を
入
れ
て
、「
貴
ハ
取
リ
、
賤
ハ
棄
テ
」
と
読
ん
だ
り
、
受
け
身



に
し
て
「
貴
ハ
取
ラ
レ
、
賤
ハ
棄
テ
ラ
レ
」
と
訓
読
す
る
。「
は
」
の
前
に
「
を
」

を
追
加
す
る
時
も
あ
る
が
、"o

w
a
"

で
は
発
音
し
に
く
い
の
で"o

b
a
"

に
変
わ
り
、

「
貴
ヲ
バ
取
リ
、
賤
ヲ
バ
棄
テ
」
と
読
む
。 

 

「
読
み
ク
セ
」
に
つ
い
て
は
攻
略
マ
ニ
ュ
ア
ル

m
5
9

で
、
動
詞
の
前
に
来
る
目

的
語
を
「
○
○
ハ
」
と
読
む
例
に
つ
い
て
は
、
過
去
問2

0
0
3

年
で
解
説
し
て
あ

る
。 

 

音
読
し
て
読
み
慣
れ
て
い
れ
ば
迷
う
こ
と
は
な
い
。
し
か
し
「
目
的
語
は
必

ず
う
し
ろ
」
と
い
う
誤
っ
た
文
法
に
頼
る
も
の
は
①
に
ひ
っ
か
か
る
。
も
ち
ろ

ん
漢
文
（
古
典
中
国
語
）
に
も
詳
細
な
文
法
が
あ
り
、
そ
の
中
で
、
動
詞
の
目

的
語
が
動
詞
の
前
に
来
る
場
合
も
説
明
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
日
本
の

試
験
で
は
問
わ
れ
な
い
。
試
験
で
問
わ
れ
る
の
は
中
国
語
を
日
本
語
で
読
ん
だ

時
の
「
語
法
」。
だ
か
ら
日
本
語
で
音
読
し
て
慣
れ
て
い
れ
ば
、
早
く
、
正
確
に

解
け
る
の
だ
。 

問
７{

対
比} 

 

三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
正
解
は
④
か
⑤
だ
っ
た
。
④
⑤
の
「
こ
れ
」
は
直
前
を

受
け
る
の
で
、
傍
線
Ｄ
の
直
前
を
訳
し
て
確
認
す
る
と
次
の
よ
う
に
対
比
に
な

っ
て
い
る
。 

 

Ｘ
取
ら
れ
る
者
（
甘
ウ
マ
イ
た
け
の
こ
）
が
不
幸
（
剪
伐

4
4
.4

） 

 

Ｙ
棄
て
ら
れ
る
者
（
苦
マ
ズ
イ
た
け
の
こ
）
が
幸
（
完
全

4
4
.5

） 



  

⑤
は
次
の
よ
う
に
Ｙ
お
よ
び

4
4
.5

に
対
応
し
て
い
る
。 

 

⑤
「
Ｙ
苦
い
…
無
用
と
さ
れ
る
（
Ｙ
棄
て
ら
れ
る
）
も
の
こ
そ
天
寿
を
ま
っ

と
う
（
全

4
4
.5

）
す
る
（
Ｙ
幸
い
）」 

 

正
解
は
正
確
な
訳
か
ら
作
ら
れ
る

m
1
9
 
 
 

の
で
、
Ｙ
を
訳
し
た
⑤
が
正
解
。 

 

一
方
、
④
は
「
無
用
に
み
え
る
（
Ｙ
棄
て
ら
れ
る
）
も
の
こ
そ
役
に
立
つ
（
Ｙ

幸
い
）
と
い
う
考
え
」
が
「
見
失
わ
れ
が
ち
」
と
し
て
い
る
。
し
か
し
筆
者
は
、

「
Ｙ
棄
て
ら
る
る
者
に
幸
い
な
る
を
知
る

4
5
.1

」
と
述
べ
、
Ｙ
が
「
見
失
わ
れ
が

ち
④
」
な
の
で
は
な
く
、
Ｙ
を
「
知
る

4
5
.1

」
と
明
言
し
て
い
る
の
で
、
筆
者
の

主
張
と
反
対
。 

 

ヒ
ッ
カ
ケ
は 

主
張
を
ず
ら
し
て
作
ら
れ
る

m
9
1 

 

□
補
足
…
余
裕
が
な
い
者
は
読
ん
で
は
い
け
な
い
。
受
験
知
識
と
し
て
は
不
用
。 

「豈
…
耶
」の
翻
訳
に
つ
い
て 

１ 

⑤
は
訓
読
「
…
な
る
か
」
を
「
…
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
訳
し
て
い
る
が
、

「
…
な
る
か
」
の
機
械
的
翻
訳
は
「
…
な
の
か
」。 

２ 

「『
な
い
』
の
未
然
形
：
な
か
ろ
」
を
含
む
「
…
で
は
な
か
ろ
う
か
」
も
「
…

な
の
か
」
も
ほ
ぼ
同
じ
意
味
な
の
で
、
訳
と
し
て
は
問
題
な
い
が
、
次
の
よ
う

な
誤
解
を
招
く
可
能
性
が
あ
る
。 



３ 
「
～
で
は
な
い
＝
～
に
あ
ら
ず
」
な
の
で
、「
…
で
は
な
か
ろ
う
か
」
は
次

の
よ
う
に
「
…
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
」
の
機
械
的
翻
訳
。 

 
 
 

で
は
な
か
ろ
＋
う
＋
か 

 
 
 

に
あ
ら
ざ
ら
＋
ん
＋
や 

 

そ
し
て
「
…
に
あ
ら
ざ
ら
ん
や
」
の
漢
文
は
「
豈
非
…
□
」。
こ
の
た
め
原
文

の
「
豈
…
□
」
と
異
な
る
。
そ
こ
で
⑤
と
は
別
の
訳
を
検
討
す
る
。 

４ 

中
国
語
「
豈q

i

」
は
想
定
外
の
事
態
へ
の
驚
き
を
表
す
語
。
ア
レ
！
と
訳

し
て
も
よ
い
。
だ
か
ら
次
の
よ
う
に
反
語
・
詠
嘆
・
疑
問
の
用
法
が
存
在
す
る
。 

 

ア
レ
！
そ
ん
な
こ
と
あ
る
の
？
そ
ん
な
は
ず
は
な
い
！
反
語 

 

ア
レ
ま
あ
！
な
ん
と
…
で
は
な
い
か
！
詠
嘆 

 

ア
レ
！
も
し
か
し
て
…
な
の
？
疑
問 

 

ア
レ
！
ま
さ
か
…
な
の
？
疑
問 

５ 

「
耶
：
や
、
か
」
は
疑
問
。
こ
の
た
め
「
豈
…
耶
」
で
反
語
は
あ
り
え
な

い
の
で
、
訓
読
の
選
択
肢
と
し
て
は
⑤
の
「
あ
に
…
（
な
る
）
か
」
し
か
な
い
。 

６ 

「
な
る
か
」
の
機
械
的
翻
訳
「
な
の
か
」
を
生
か
し
つ
つ
、
疑
問
を
あ
ら

わ
す
た
め
、
復
習
用
現
代
語
訳
で
は
「
も
し
か
し
て
こ
れ
こ
そ
荘
子
の
言
う
『
無

用
ヲ
以
テ
用
ト
為
ス
』
こ
と
と
同
じ
な
の
だ
ろ
う
か
？
」
と
し
て
お
く
。 

 
 問

６{

漢}{

対
比} 



 
「
夫 そ

レ
4
4
.7

：
そ
も
そ
も
…1

5
1

」
の
あ
と
に
は
結
論
が
く
る
の
で
、
必
ず
夫 そ

レ

の
前
で
段
落
が
切
れ
る
。
そ
こ
で
正
解
は
①
か
③
。 

 

イ
の
前
後
は[
甘
い
と
…
←
イ
→
苦
い
と
…]

と
い
う
単
純
な
反
対
に
な
っ
て

い
る
。 

 

一
方
、
ア
の
前
後
は
「（
地
域
と
し
て
）
江
南
で
は
…
。/

ア/

（
文
化
と
し
て
）

風
流
人
は
…
」
と
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
ア
に
「
一
方
」
な
ど
の
言
葉
を
補
っ

て
、「
地
域
的
に
…
。
一
方
、
文
化
的
に
…
。」
と
し
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
。 

 

ア
も
イ
も
そ
の
前
後
は
対
比
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
ア
で
は
関
連
し
な
い

二
つ
の
要
素
を
対
比
し
（
例
：
試
験
に
合
格
す
る
に
は
…
。
一
方
、
恋
と
い
う

も
の
は
…
。）、
イ
で
は
単
純
に
反
対
の
要
素
を
対
比
し
て
い
る
（
例
：
男
は
優

し
く
、
女
は
強
く
）。
こ
の
場
合
、
段
落
や
文
を
切
る
可
能
性
は
イ
よ
り
ア
の
方

が
高
い
。
だ
か
ら
正
解
は
①
。 

 

な
お
、
原
因
・
結
果
で
１
～
５
行
目
を
整
理
す
る
と
次
の
よ
う
な
関
係
に
な

っ
て
い
る
。 

 

原
因
１ 

江
南
で
は
筍
を
食
べ
る 

→
結
果
１ 

甘
い
筍
は
食
わ
れ
る 

 

原
因
２ 

風
流
人
は
筍
を
取
ら
な
い
→
結
果
２ 

苦
い
筍
は
残
さ
れ
る 



 
右
の
因
果
関
係
を
理
解
し
な
が
ら
学
習
し
て
も
ら
う
た
め
、
訓
読
と
訳
で
は

別
の
切
り
方
を
し
て
い
る
が
、
イ
で
段
落
が
切
れ
な
い
こ
と
は
確
実
。
だ
か
ら

正
解
①
は
ゆ
る
が
な
い
。 

 


