
 

木
枯
ら
し
の
音
が
身
に
し
み
る
今
日
こ
の
頃
と
な
り
ま

し
た
。
皆
様
お
変
わ
り
な
く
お
過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま

す
。 さ

て
、
本
年
も
残
り
わ
ず
か
と
な
り
ま
し
た
が
、
皆
様

に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
一
年
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

 

弊
社
の
本
年
の
主
な
出
来
事
を
振
り
返
っ
て
み
ま
す

と
、
ま
ず
２
月
に
皆
様
の
ご
愛
顧
の
お
か
げ
で
黒
字
決
算

を
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
た
。
ま
た
、
５
月
に
は
「
金
環

日
食
」
が
あ
り
、
《
ゴ
ー
ル
ド
リ
ン
ク
の
日
》
と
し
て

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
行
い
、
大
い
に
盛
り
上
が
り
ま
し
た
。

９
月
は
本
社
事
務
所
を
増
床
し
、
１
０
月
に
は
大
阪
に
支

店
を
オ
ー
プ
ン
さ
せ
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴
い
、
大
阪
で
も

古
物
商
の
免
許
も
取
得
し
、
防
犯
協
会
に
も
加
入
し
ま
し

た
。
全
体
的
に
順
調
な
一
年
で
し
た
。
金
の
動
き
は
、
年

初
４
，
１
５
０
円
位
で
し
た
。
上
げ
下
げ
を
繰
り
返
し
な

が
ら
右
肩
上
が
り
で
推
移
し
、
４
，
８
０
０
円
前
後
と

な
っ
て
い
ま
す
。 

 

来
る
年
も
、
皆
様
に
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
よ
う
社
員
一

同
全
力
で
頑
張
っ
て
参
り
ま
す
。
本
年
同
様
、
ご
愛
顧
の

程
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
年
末
年
始
に
か
け
て
色
々

な
人
に
お
会
い
に
な
ら
れ
る
機
会
が
増
え
る
と
思
い
ま

す
。
願
わ
く
ば
、
ご
友
人
、
部
下
、
上
司
の
方
等
お
知
り

合
い
の
方
に
金
地
金
を
持
つ
意
味
の
こ
と
を
話
題
に
し
て

頂
き
、
ご
紹
介
し
て
頂
け
れ
ば
幸
い

に
存
じ
ま
す
。 

 

慌
た
だ
し
く
な
る
季
節
と
な
り
ま

す
が
お
身
体
を
ご
自
愛
い
た
だ
き
、

良
い
お
年
を
お
迎
え
く
だ
さ
い
。  

 

ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

 
東
京
駅 

  

千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
に
あ
り
、
東
日
本
旅

客
鉄
道(

Ｊ
Ｒ
東
日
本)

・
東
海
旅
客
鉄
道(

Ｊ
Ｒ
東

海)

・
東
京
地
下
鉄(

東
京
メ
ト
ロ)

の
駅
が
「
東
京

駅
」
で
す
。
東
京
の
表
玄
関
と
言
え
る
タ
ー
ミ
ナ

ル
駅
で
、
プ
ラ
ッ
ト
ホ
ー
ム
の
数
は
日
本
一
多

く
、
皆
様
も
訪
れ
る
と
ホ
ー
ム
の
あ
ま
り
の
多
さ

に
驚
か
れ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
の
数
は
、
在
来
線

が
地
上
５
面
１
０
線
と
地
下
４
面
８
線
の
合
計
９

面
１
８
線
あ
り
、
新
幹
線
が
地
上
５
面
１
０
線
、

地
下
鉄
は
地
下
１
面
２
線
で
な
ん
と
総
合
計
３
０

線
も
あ
り
ま
す
。
面
積
は
東
京
ド
ー
ム
３
・
６
個

分
に
相
当
し
ま
す
。 

 

東
京
駅
の
駅
舎
は
一
八
九
六(

明
治
二
十
九)

年
に

官
設
鉄
道
の
新
橋
駅
と
私
鉄
・
日
本
鉄
道
の
上
野

駅
を
結
ぶ
為
の
中
央
停
車
場
の
建
設
が
決
ま
り
、

一
九
一
四(

大
正
三)

年
十
二
月
二
十
日
に
開
業
し
ま

し
た
。
そ
の
位
置
は
、
江
戸
時
代
か
ら
の
繁
華
街

で
あ
る
京
橋
側
で
は
な
く
当
時
は
ま
だ
野
原
だ
っ

た
皇
居
正
面
の
丸
の
内
側
に
設
定
さ
れ
、
「
東
京

駅
」
と
名
付
け
ら
れ
ま
し
た
。
設
計
は
辰
野
金
吾

で
鉄
筋
レ
ン
ガ
造
り
の
華
麗
な
様
式
建
築
で
す
。 

 

今
秋
、
東
京
駅
舎
復
元
工
事
で
南
北
ド
ー
ム
屋

根
が
再
現
さ
れ
当
時
の
姿
を
取
り
戻
し
た
「
東
京

駅
」
は
、
一
見
の
価
値
あ
り
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 



 

大
晦
日
の
風
物
詩
と
い
え
ば

年
越
し
そ
ば
で
す
が
、
今
で
は
３

割
程
の
人
が
カ
ッ
プ
麺
で
代
用

す
る
と
い
う
デ
ー
タ
が
あ
り
ま

す
。
そ
れ
も
味
気
な
い
気
が
し
ま

す
が
、
そ
も
そ
も
年
越
し
そ
ば
を

食
べ
る
人
自
体
が
約
６
割
で
、
若

い
世
代
ほ
ど
食
べ
な
い
人
が
多

い
よ
う
で
す
。 

 

年
越
し
そ
ば
の
由
来
は
諸
説

あ
り
、
細
く
長
い
そ
ば
で
長
寿
や
繁
栄
を

祈
っ
て
食
べ
る
と
い
う
説
が
一
般
的
で

す
。
逆
に
、
そ
ば
は
切
れ
や
す
い
の
で
、
旧

年
の
苦
労
や
厄
災
を
断
ち
切
る
た
め
に
食

べ
る
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。 

 

江
戸
時
代
の
商
家
か
ら
広
ま
っ
た
と
さ

れ
る
説
に
よ
れ
ば
、
昔
の
金
細
工
師
は
金

粉
を
集
め
る
た
め
に
そ
ば
粉
の
団
子
を

使
っ
た
の
で
、「
金
を
集
め
る
縁
起
物
」
に

あ
や
か
っ
た
の
だ
と

か
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
年
越
し
そ
ば
は

「
縁
起
物
」
と
し
て

伝
え
残
っ
て
い
る
風

習
の
よ
う
で
す
。 

 

「
年
越
し
そ
ば
」
の
呼
び
方
は
様
々
で

す
。
み
そ
か
そ
ば
、
除
夜
そ
ば
、
運
そ
ば
、

寿
命
そ
ば
、
つ
ご
も
り
そ
ば
、
縁
切
り
そ
ば

な
ど
地
域
に
よ
っ
て
違
い
、
意
味
合
い
も

異
な
り
ま
す
が
、
年
を
越
し
て
か
ら
食
べ

る
の
は
縁
起
が
悪
い
と
言
わ
れ
ま
す
。
と

こ
ろ
が
福
島
県
の
会
津
地
方
に
は
元
旦

（
１
月
１
日
）
に
食
べ
る
習
慣
が
あ
り
、
新

潟
県
の
小
千
谷
地
域
で
も
小
正
月
の
前
日

（
１
月
14
日
）
に
そ
ば
を
食
べ
る 

「
十
四

日
そ
ば
」
と
い
う
風
習
が
あ
る
そ
う
で
す
。 

 

縁
起
物
だ
と
知
っ
た
ら
若
い
世
代
も
年

越
し
そ
ば
を
見
直
す
で
し
ょ
う
か
。
除
夜

の
鐘
を
聞
き
な
が
ら
今
年
一
年
を
振
り
返

り
、
家
族
で
年
越
し
そ
ば
を
食
べ
る
。
な
く

し
た
く
な
い
日
本
の
光
景
と
い
う
気
も
し

ま
す
ね
。 

 

 

英
語
で
は
「
現
在
」
を
「p

re
s
e
n

t

（
プ

レ
ゼ
ン
ト
）」
と
言
い
ま
す
。 

 

「
だ
か
ら
今
日
の
こ
と
を
『
プ
レ
ゼ
ン

ト
』
と
呼
ぶ
の
で
す
」 

 

こ
の
考
え
方
は
と
て
も

素
敵
だ
と
思
い
ま
せ
ん
か
。  

 

変
え
よ
う
の
な
い
過
去

は
自
分
の
ヒ
ス
ト
リ
ー
で

す
。
何
が
起
こ
る
か
わ
か
ら

な
い
未
来
は
ミ
ス
テ
リ
ー

で
す
。
確
実
な
の
は
「
今
」

こ
の
瞬
間
だ
け
。
今
を
生
き

て
行
動
し
て
い
る
自
分
だ

け
は
自
分
の
意
志
で
思
う

よ
う
に
な
り
ま
す
。 

 
何
を
選
ぶ
か
、
何
を
す
る

か
、
ど
こ
に
行
く
か
、
誰
と

会
う
か
。「
今
」
は
多
く
の
可

能
性
に
満
ち
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
「
今

日
」
と
い
う
日
は
自
分
に
与
え
ら
れ
た

プ
レ
ゼ
ン
ト
な
の
で
す
。 

  

し
っ
か
り
と
自
分
を
見
つ
め
、
地
に

足
を
つ
け
て
い
る
人
は
「
今
」
を
生
き
て

い
ま
す
。
後
ろ
を
振
り
返
っ
て
も
、
遠
い

先
を
見
つ
め
て
も
、
そ
こ
に
本
当
の
人

生
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
今
日
」
と
い
う
プ

レ
ゼ
ン
ト
に
感
謝
し
て
、
自
分
の
可
能

性
を
大
き
く
広
げ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 
昨
日
と
い
う
日
は
ヒ
ス
ト
リ
ー
。  

明
日
と
い
う
日
は
ミ
ス
テ
リ
ー
。  

今
日
と
い
う
日
は
ギ
フ
ト
（
贈
り
物
）
。 

だ
か
ら
、
今
日
の
こ
と
を 

「
プ
レ
ゼ
ン
ト
」
と
呼
ぶ
の
で
す
。 

 

―
―
ア
リ
ス
・
モ
ー
ス
・
ア
ー
ル
（
作
家
） 



 

気
が
つ
け
ば
も
う
12
月
。
毎
年
の
こ
と

な
が
ら
「
歳
月
人
を
待
た
ず
」
で
、
今
年

も
間
も
な
く
終
わ
り
を
迎
え
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。
１
年
を
振
り
返
る
こ
の
時
期

は
「
Ｏ
Ｋ
貯
金
」
を
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

自
分
で
自
分
を
ほ
め
て
「
Ｏ
Ｋ
」
を
出
し
、

そ
の
「
Ｏ
Ｋ
」
を
「
こ
こ
ろ
の
貯
金
箱
」

に
貯
め
て
お
く
の
で
す
。
ど
ん
な
小
さ
な

こ
と
で
も
い
い
の
で
、
ど
ん
ど
ん
自
分
に

「
Ｏ
Ｋ
」
を
出
し
ま
し
ょ
う
。 

 
 

 

今
年
は
３
キ
ロ
痩
せ
た 

Ｏ
Ｋ
！ 

 

今
年
は
習
い
事
を
始
め
た 

Ｏ
Ｋ
！ 

 

今
年
は
た
く
さ
ん
笑
っ
た 

Ｏ
Ｋ
！ 

 

「
Ｏ
Ｋ
」
の
中
身
は
何
で
も
か
ま

い
ま
せ
ん
。
結
果
的
に
上
手
く
い

か
な
か
っ
た
こ
と
も
「
Ｏ
Ｋ
」
に
な

る
角
度
か
ら
振
り
返
っ
て
み
ま

し
ょ
う
。
た
と
え
ば
資
格
試
験
に

落
ち
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、「
不

合
格
だ
っ
た
け
ど
一
生
懸
命
勉
強

し
た
か
ら
Ｏ
Ｋ
！
」。
１
週
間
に
一

度
は
部
屋
を
片
付
け
る
つ
も
り
が
１
ヶ

月
に
一
度
だ
っ
た
と
し
て
も
、
「
去
年
よ

り
は
片
付
け
た
か
ら
Ｏ
Ｋ
！
」 

 

時
間
は
戻
せ
ま
せ
ん
。
今
年
は
二
度
と

や
っ
て
来
ま
せ
ん
。
だ
っ
た
ら
で
き
な

か
っ
た
こ
と
を
数
え
る
よ
り
、
た
と
え
小

さ
く
て
も
で
き
た
こ
と
を
数
え
て
気
分

良
く
一
年
を
締
め
く
く
る
。
そ
の
方
が

清
々
し
い
気
持
ち
で
新
年
を
迎
え
ら
れ

る
と
思
い
ま
せ
ん
か
。 

 

 
 

 

こ
こ
ろ
の
古
傷
を
癒
す
に
は
、
同
じ
こ

と
で
人
か
ら
ほ
め
て
も
ら
う
の
が
手
っ

取
り
早
い
そ
う
で
す
。
恋
愛
で
失
敗
し
た

な
ら
恋
愛
で
、
仕
事
で
失
敗
し
た
な
ら
仕

事
で
人
か
ら
ほ
め
て
も
ら
う
と
、
過
去
の 

呪
縛
か
ら
解
放
さ
れ
や
す
い
よ
う
で
す
。 

 

け
れ
ど
他
人
は
そ
ん
な
に
都
合
良
く

ほ
め
て
く
れ
ま
せ
ん
。
こ
こ
ろ
の
回
復
を

他
人
任
せ
に
し
て
い
て
は
、
そ
れ
こ
そ

「
歳
月
人
を
待
た
ず
」
。
だ
か
ら
自
分
で

自
分
に
「
Ｏ
Ｋ
」
を
出
し
て
、
少
し
ず
つ

こ
こ
ろ
を
回
復
さ
せ
て
い
く
の
で
す
。 

 

今
年
の
自
分
に
で
き
る
だ
け
た
く
さ

ん
「
Ｏ
Ｋ
」
を
出
し
ま
し
ょ
う
。
色
々
な

角
度
か
ら
「
Ｏ
Ｋ
」
を
出
そ
う
と
思
え
ば

自
分
を
細
か
く
観
察
し
な
く
て
は
な
り

ま
せ
ん
。
こ
の
観
察
に
よ
っ
て
冷
静
な

自
己
分
析
が
で
き
れ
ば
、
次
か
ら
の
や

り
方
や
考
え
方
が
変
わ
っ
て
き
ま
す
。

つ
ま
り
そ
れ
が
成
長
で
す
。 

  

さ
て
、
来
年
か
ら
は
１
日
１
個
の
「
Ｏ

Ｋ
貯
金
」
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ

ん
か
。
１
日
１
個
の
「
Ｏ
Ｋ
」
で
１
年
後

に
は
３
６
５
個
の
「
Ｏ
Ｋ
」
が
貯
ま
り
ま

す
。
今
は
自
分
に
自
信
が
持
て
な
く
て

も
、
３
６
５
個
の
「
Ｏ
Ｋ
」
が
貯
ま
る
１

年
後
に
は
、
確
実
に
今
よ
り
自
分
を
好
き

に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。 

 

「
私
は
私
で
Ｏ
Ｋ
！
」 

 

自
信
を
持
っ
て
そ
う
言
え
る
日
が
来

る
よ
う
に
、
コ
ツ
コ
ツ
と
「
Ｏ
Ｋ
」
を
貯

め
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

今
年
も
１
年
、
無
事
に
過
ご
せ
た
こ
と

に
Ｏ
Ｋ
！ 

み
な
さ
ん
、
良
い
お
年
を
お

迎
え
く
だ
さ
い
。 

 

 



次のようなことを言うとき、 

（   ）に入る言葉として最も適切なものはどれでしょう？ 

  

予定の紙数も尽きたので、ここで筆を（   ）ことにする。 

【１】擱く 【２】折る 【３】断つ 【４】流す 

 

１
年
間
お
世
話
に
な
っ
た
神

様
の
お
札
や
お
守
り
を
神
棚
か

ら
下
げ
る
と
き
は
、
基
本
的
に
次

の
よ
う
な
手
順
で
行
い
ま
す
。  

【
１
】
手
や
口
を
清
め
る
。 

【
２
】
神
棚
に
手
を
合
わ
せ
、
こ

こ
ろ
の
中
で
１
年
間
お
世
話
に

な
っ
た
お
礼
を
唱
え
る
（
口
に
出

し
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
）。  

【
３
】
古
い
お
札
を
下
げ
、
半
紙
、

白
い
紙
、
和
紙
な
ど
で
包
む
。 

 

こ
う
し
て
下
げ
た
古
い
お
札

や
お
守
り
は
、
翌
年
の
初
詣
で
神

社
に
持
参
し
て
奉
納
し
ま
す
。
神

社
で
は
そ
れ
ら
を
浄
め
、
お
焚

（
た
）
き
上
げ
を
し
て
く
れ
ま

す
。
た
だ
し
合
格
祈
願
や
子
宝
祈

願
な
ど
は
、
願
い
が
叶
っ
た
と
き

に
お
礼
参
り
す
る
と
い
い
で

し
ょ
う
。 

 

た
ま
た
ま
遠
方
の
神
社
で
お

守
り
な
ど
を
買
い
求
め
た
場
合
、

翌
年
の
初
詣
に
同
じ
神
社
へ
行

け
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
の

ま
ま
年
月
が
た
っ
て
し
ま
う
こ

と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
い
た
だ
い

た
神
社
に
奉
納
し
な
く
て
は
い

け
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
よ

く
聞
き
ま
す
が
、
別
の
神
社
に
奉

納
し
て
も
丁
寧
に
お
炊
き
上
げ

を
し
て
お
祀
（
ま
つ
）
り
し
て
く

だ
さ
る
そ
う
で
す
。 

 

ち
な
み
に
、
お
正
月
は
神
道
の

行
事
な
の
で
喪
中
で
も
初
詣
は

か
ま
わ
な
い
よ
う
で
す
。
気
に
な

る
と
き
は
神
社
に
お
問
い
合
わ

せ
く
だ
さ
い
。 

  

 答えは「筆を置く」だと思った方。選択肢に「置

く」がないので戸惑ったかもしれません。 

 「筆をおく」は正解ですが、漢字は「置く」で

はありません。正しくは「筆を擱く」と書きます。

「筆を擱く」とは、そこまでで執筆を終わりにす

るという慣用句で、「擱筆（かくひつ）」と同じ意

味です。従って「筆を置く」は誤りで、正解は【１】

の「（筆を）擱く」です。 

 「（筆を）折る｣と「（筆を）断つ」はともに、何

らかの事情で執筆活動をやめるという意味の慣

用句です。「大作を最後に筆を折る（断つ）」など

と使います。また、「（筆を）流す」には慣用的な

意味はありません。 

 ちなみに「筆を流す」と「書き流す」は違いま

す。「書き流す」とは、文章をあまり深く考えず筆

に任せてさらさらと書くことをいいます。 




