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ⓐ　

ウ　
　

 

ⓑ　

エ

　
　

２　

イ

　
　

３　

つ
か
せ
た
ま
え
（
ひ
ら
が
な
の
み
可
）

　
　

４　
［
例
］ 　

餅
が
好
き
で
あ
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
餅
を
つ
く
音
を
聞
く
の
は
堪
え
が
た
い
と
言

っ
た
こ
と
。
（
38
字
）　
　

　
　

５　

⑴　
［
例
］
寝
る
こ
と　
　

⑵　

エ

配
点　

1 

２
、
４
、
５
⑴
は
各
2
点
、
他
は
各
1
点　

10
点
満
点

〈
解
説
〉

　

 　
「
沙
石
集
」
は
、
鎌
倉
時
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
仏
教
説
話
集
で
、
説
話
の
数
は
約
1
5
0
話
。

内
容
に
差
は
あ
る
も
の
の
、
お
お
む
ね
、
本ほ

ん

地じ

垂す
い

迹じ
ゃ
く説

話
、
諸
仏
霊
験
説
話
、
因
果
応
報
説
話
、
遁と

ん

世せ
い

往お
う

生じ
ょ
う説

話
な
ど
仏
教
説
話
集
ら
し
い
説
話
を
集
め
て
い
る
。

１ 　

餅
を
つ
か
せ
た
の
は
入
道
を
呼
ん
だ
、
ウ
「
主
」
で
あ
る
。
「
粥
よ
り
も
、
寝
た
る
は
遥
か
に
味
の

吉
き
な
り
」
と
言
っ
た
の
は
、
エ
「
あ
る
僧
」
で
あ
る
。

２ 　
「
由
」
と
は
「
こ
と
」
と
い
う
意
味
。
入
道
が
「
餅
を
好
む
と
聞
い
た
」
主
は
、
入
道
の
た
め
に
餅

を
つ
か
せ
た
の
で
あ
る
。
「
由
」
に
は
「
わ
け
」
や
「
方
法
」
な
ど
の
意
味
も
あ
る
が
、
入
道
が
餅
を

好
む
わ
け
は
文
章
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
方
法
」
も
話
の
流
れ
に
合
わ
な
い
。

３ 　

古
文
に
出
て
く
る
語
頭
や
助
詞
以
外
の
「
は
・
ひ
・
ふ
・
へ
・
ほ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
「
わ
・
い
・
う

・
え
・
お
」
に
直
す
。
よ
っ
て
、
「
つ
か
せ
た
ま
へ
」
は
「
つ
か
せ
た
ま
え
」
と
直
す
こ
と
が
で
き
る
。

４ 　
「
彼
の
声
」
と
は
「
餅
を
つ
く
音
」
の
こ
と
で
あ
る
。
入
道
は
、
餅
が
好
き
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
（
餅
が
好
き
な
あ
ま
り
）
そ
れ
を
つ
く
音
を
聞
く
こ
と
が
耐
え
が
た
く
、
自
分
に
聞
こ
え
な
い
と

こ
ろ
で
餅
を
つ
か
せ
る
よ
う
に
言
っ
た
の
で
あ
る
。
「
こ
れ
程
の
事
」
と
は
、
こ
の
と
き
の
入
道
の
言

葉
を
さ
し
て
い
る
。

５ 　

あ
る
僧
は
、
朝
の
粥
も
食
べ
ず
に
日
が
高
く
昇
る
ま
で
寝
て
い
た
が
、
そ
れ
は
あ
る
僧
が
、
朝
食
を

抜
く
ほ
ど
「
寝
る
こ
と
」
が
好
き
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
筆
者
は
、
こ
の
よ
う
な
僧
を
例
に
挙
げ
、

「
人
毎
に
好
む
事
あ
り
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
「
人
そ
れ
ぞ
れ
好
き
な
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
意

味
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
こ
と
わ
ざ
は
、
エ
「
蓼
食
う
虫
も
好
き
好
き
」
で
あ
る
。
ア

「
好
き
こ
そ
も
の
の
上
手
な
れ
」
は
「
好
き
な
こ
と
に
は
お
の
ず
と
熱
中
で
き
る
た
め
、
上
達
が
早
い

も
の
で
あ
る
」
、
イ
「
下
手
の
横
好
き
」
は
「
下
手
な
く
せ
に
、
そ
の
物
事
を
む
や
み
に
好
み
、
熱
心

な
こ
と
」
、
ウ
「
亭
主
の
好
き
な
赤
烏
帽
子
」
は
「
ど
ん
な
こ
と
で
も
、
一
家
の
主
人
の
言
う
こ
と
に

は
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
オ
「
好
機
逸
す
べ
か
ら
ず
」
は
「
よ
い
機
会
に
め
ぐ
り
あ
っ
た
と
き

に
は
、
そ
れ
を
と
り
の
が
し
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
あ
る
。

　
〔
現
代
語
訳
〕

　

 　

餅
を
好
む
入
道
が
い
た
。
医
者
だ
っ
た
の
で
、
呼
ん
で
、
（
入
道
が
）
餅
を
好
む
と
聞
い
て
、
主
人

が
、
餅
を
つ
か
せ
た
と
こ
ろ
、
こ
の
音
を
聞
い
た
入
道
が
、
「
お
う
お
う
」
と
声
を
あ
げ
、
叫
び
な
が
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ら
、
は
て
に
は
畳
の
縁
を
つ
か
ん
で
、
も
だ
え
こ
が
れ
て
、
「
あ
あ
耐
え
が
た
い
。
私
が
聞
こ
え
な
い

と
こ
ろ
で
お
つ
き
く
だ
さ
れ
。
餅
を
つ
く
音
を
聞
く
の
は
耐
え
が
た
く
て
な
り
ま
せ
ん
」
と
言
っ
た
が
、

こ
れ
程
極
端
な
こ
と
は
希
で
あ
る
が
、
人
は
皆
好
む
も
の
が
あ
る
。
ど
ん
な
に
も
の
を
好
ま
な
い
人
で

も
、
あ
る
者
は
つ
ま
ら
な
い
も
の
を
好
み
、
あ
る
者
は
昼
寝
を
好
ん
だ
り
す
る
。
あ
る
僧
は
、
朝
の
粥

を
忘
れ
て
食
べ
ず
に
、
日
が
高
く
昇
る
ま
で
寝
て
い
た
。
「
ど
う
し
て
朝
の
粥
を
召
し
上
が
ら
な
い
の

か
」
と
人
が
言
う
と
、
「
粥
よ
り
も
、
寝
て
い
る
ほ
う
が
、
遥
か
に
美
味
な
も
の
で
す
か
ら
」
と
言
っ

た
そ
う
だ
。


