
「黄
金
郷
」を
訪
ね
て 

  

新
緑
の
風
薫
る
五
月
、
昨
年
世
界
遺
産

に
登
録
さ
れ
た
岩
手
県
平
泉
町
の
史
跡
、

中
尊
寺
金
色
堂
を
見
学
し
て
き
ま
し
た
。 

 

今
か
ら
八
百
年
以
上
前
に
こ
の
世
の
理

想
郷
を
夢
見
た
奥
州
藤
原
氏
四
代
の
想
い

を
、
今
な
お
感
じ
る
事
の
出
来
る
不
思
議
な
空
間
。 

 

訪
れ
た
人
の
眼
に
飛
び
込
ん
で
く
る
の
は
、
悠
久
の
時
を
経

て
も
全
く
色
褪
せ
な
い
金
の
輝
き
で
す
。
堂
の
装
飾
は
扉
・
壁

か
ら
床
面
に
至
る
ま
で
内
外
共
に
黄
金
で
仕
上
げ
ら
れ
、
中

央
の
須
弥
壇
の
上
に
阿
弥
陀
三
尊
像
が
安
置
さ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
の
周
囲
は
見
事
な
螺
鈿
細
工
で
飾
ら
れ
、
南
方
で
し
か

採
れ
な
い
ヤ
コ
ウ
貝
や
中
国
経
由
で
輸
入
さ
れ
た
ア
フ
リ
カ
ゾ

ウ
の
象
牙
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

往
時
の
奥
州
の
豊
か
さ
を
象
徴
す
る
か
の
よ
う
な
そ
の
景
観

は
、
ま
さ
に
「
黄
金
の
国
ジ
パ
ン
グ
」を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
も
の
で

し
た
。
非
常
に
有
意
義
な
見
学
と
な
り
ま
し
た
。 

 

様
々
な
時
代
を
越
え
て
も
輝
き
を
失
わ

な
い
「
金
」
と
い
う
資
産
を
皆
様
方
に
ご
提

供
す
る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
と
い
う
国
が
再

び
「
黄
金
の
理
想
郷
」
と
な
る
為
の
お
手
伝

い
が
出
来
れ
ば
と
考
え
て
お
り
ま
す
。 

 

ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

 
日
本
武
道
館 

  

東
京
都
千
代
田
区
北
の
丸
公
園
に
あ
る
武
道
館

が
「
日
本
武
道
館
」
で
、
日
本
伝
統
の
武
道
を
普

及
奨
励
し
心
身
錬
磨
の
大
道
場
と
し
て
の
役
割
を

担
う
こ
と
が
設
立
趣
旨
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
九

六
四
年
開
催
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
会
場
の
一

つ
と
し
て
建
設
さ
れ
、
十
月
二
十
日
か
ら
四
日
間

に
わ
た
り
柔
道
競
技
が
行
わ
れ
ま
し
た
。 

 

現
在
は
柔
道
・
剣
道
・
弓
道
な
ど
の
武
道
以
外

の
屋
内
競
技
や
、
コ
ン
サ
ー
ト
・
格
闘
技
の
興
業

会
場
と
し
て
も
幅
広
く
利
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
ち

な
み
に
設
立
さ
れ
た
当
初
は
「
日
本
武
道
の
聖

地
」
的
な
意
味
合
い
が
強
か
っ
た
為
、
一
九
六
六

年
に
ビ
ー
ト
ル
ズ
が
コ
ン
サ
ー
ト
を
行
っ
た
際
は

日
本
の
武
道
文
化
の
冒
涜
と
し
て
異
を
唱
え
る
人

も
多
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。 

 

建
物
は
法
隆
寺
夢
殿
を
モ
デ
ル
に
し
た
八
角
形

の
形
で
、
大
屋
根
の
稜
線
は
富
士
山
を
イ
メ
ー
ジ

し
て
い
ま
す
。
屋
根
の
上
に
あ
る
有
名
な
「
玉
ね

ぎ
」
は
、
擬
宝
珠(

ぎ
ぼ
し)

で
す
。
擬
宝
珠
と
は
橋

や
寺
社
の
欄
干
の
柱
の
上
に
取
り
付
け
ら
れ
た
飾

り
の
事
で
、
葱
の
花(

葱
坊
主)

に
似
て
い
る
こ
と
か

ら
葱
台(

そ
う
だ
い)

と
も
呼
ば
れ
ま
す
。 

 

皆
様
も
北
の
丸
公
園
を
訪
れ
た
際
は
足
を
運
ん

で
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。 



 

男
性
と
い
う
の
は
、
女
性
を

前
に
す
る
と
つ
い
見
栄
を
張
っ

て
し
ま
う
も
の
な
の
だ
と
か
。

あ
る
調
査
に
よ
れ
ば
、
女
性
を

前
に
し
た
男
性
が
「
つ
い
多
め

に
言
っ
て
し
ま
う
パ
タ
ー
ン
」

が
あ
る
そ
う
で
す
。「
年
収
」「
身

長
」「
偏
差
値
」「
付
き
合
っ
た
人

数
」
な
ど
は
理
解
で
き
る
気
も

し
ま
す
が
、
女
性
に
は
「
？
」
な

見
栄
も
あ
り
ま
す
。 

【
腹
筋
の
回
数
】
男
ら
し
さ
の
象
徴
と
し
て 

【
労
働
時
間
】
寝
る
ヒ
マ
も
な
い
ほ
ど
仕
事

が
デ
キ
る
男
だ
と
思
わ
れ
た
い
か
ら 

【
部
活
の
優
勝
回
数
】
運
動
神
経
バ
ツ
グ
ン

な
男
を
気
取
り
た
く
て 

 

女
性
に
も
見
栄
っ
張
り
な
人
は
い
ま
す

が
、「
男
は
プ
ラ
イ
ド
で
生
き
て
い
る
」
と
言

わ
れ
る
く
ら
い
な
の

で
、
た
し
か
に
見
栄
を

張
る
男
性
は
多
い
よ

う
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
み
な
さ

ん
は
男
性
の
見
栄
を

ど
う
思
い
ま
す
か
。
二
十
代
と
三
十
代
の
働

く
女
性
に
「
男
性
の
見
栄
を
許
せ
ま
す

か
？
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
８
割
の
人
が
「
許

せ
る
」
と
答
え
た
そ
う
で
す
。
し
か
も
、

「
ち
ょ
っ
と
し
た
見
栄
な
ら
む
し
ろ
か
わ

い
い
」
「
見
栄
も
張
れ
な
い
男
性
は
頼
り
が

い
が
な
い
」
「
男
性
は
ほ
め
た
ほ
う
が
や
さ

し
く
し
て
く
れ
る
」
「
見
栄
に
の
っ
て
お
だ

て
て
お
け
ば
楽
し
く
過
ご
せ
る
」
と
い
っ
た

意
見
も
多
か
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

見
栄
だ
と
知
り
つ
つ
も
相
手
を
立
て
、
相

手
の
気
分
を
良
く
し
て
お
け
ば
人
間
関
係

が
ス
ム
ー
ズ
に
な
る
、
と
考
え
て
い
る
人
は

少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。
負
け
て
勝
つ
よ
う

な
賢
さ
と
寛
容
さ
が
、
物
事
を
丸
く
収
め
る

ヒ
ケ
ツ
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 

 

人
生
の
岐
路
に
立
っ
た
と
き
人
は
孤

独
で
す
。「
孤
独
」
と
は
「
ひ
と
り
ぼ
っ

ち
」
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
誰

が
相
談
に
の
っ
て
く
れ
て
も
、
ど
ん
な

に
素
晴
ら
し
い
ア
ド
バ
イ

ス
を
受
け
て
も
、
最
終
的
に

は
自
分
で
選
ん
で
自
分
で

決
め
な
く
て
は
り
ま
せ
ん
。

自
分
で
責
任
を
持
つ
と
覚

悟
す
る
と
き
、
最
後
に
頼
る

の
は
自
分
自
身
で
す
。 

 

人
生
で
は
、
ど
う
し
て
も

頑
張
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
き
が
何
度
か
あ
り
ま

す
。
そ
の
と
き
重
大
な
選
択

か
ら
逃
げ
る
こ
と
は
で
き

て
も
、
自
分
の
人
生
か
ら
は

逃
げ
ら
れ
ま
せ
ん
。
困
難
を

乗
り
越
え
る
勇
気
を
与
え
て
く
れ
る
の

は
、「
自
分
で
人
生
を
選
ん
で
い
る
」
と

い
う
潔
さ
で
し
ょ
う
。 

 

自
分
で
決
め
て
、
行
動
し
て
、
自
分
で

責
任
を
持
つ
。
人
生
は
こ
の
く
り
返
し

で
す
。
自
分
の
決
断
で
あ
れ
ば
、
何
を
ど

う
選
ぼ
う
と
間
違
い
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
た
と
え
失
敗
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ

が
自
分
の
糧
に
な
る
の
で
す
。 

 大
事
な
こ
と
ほ
ど
、
他
人
に
相
談
し
ち
ゃ
だ
め
。 

「
自
分
で
選
ぶ
こ
と
」
か
ら
逃
げ
ち
ゃ
い
け
な
い
。 

「
自
分
で
決
め
た
こ
と
」
だ
か
ら
、
大
変
で
も
頑
張
れ
る
。 

ど
ん
な
生
き
方
で
あ
れ
、 

「
自
分
で
人
生
を
選
ん
で
い
る
」
と
い
う
潔
い
感
覚
こ
そ
が
、 

カ
ッ
コ
よ
く
生
き
る
根
本
に
な
る
。 

 

―
―
高
橋
歩
（
実
業
家
・
随
筆
家
・
自
由
人
） 



 

陸
上
競
技
の
一
種
に
「
１
マ
イ
ル
競

技
」
が
あ
り
ま
す
。
ト
ラ
ッ
ク
上
を
１
マ

イ
ル
（
１
６
０
９
・
３
４
４
メ
ー
ト
ル
）

走
る
タ
イ
ム
を
競
う
中
距
離
種
目
で
、

メ
ー
ト
ル
法
を
採
用
し
て
い
る
日
本
で

は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

１
９
２
３
年
に
パ
ー
ボ
・
ヌ
ル
ミ
と
い

う
選
手
が
、
１
マ
イ
ル
競
技
で
４
分
10

秒
３
と
い
う
新
記
録
を
出
し
ま
し
た
。
当

時
は
驚
く
べ
き
記
録
で
、
あ
る
医
師
は

「
１
マ
イ
ル
で
４
分
を
切
る
こ
と
は
医

学
的
に
無
理
で
あ
る
」
と
ま
で
言
っ
た
ほ

ど
で
す
。
事
実
、
そ
れ
か
ら
31
年
間
、
誰

一
人
と
し
て
ヌ
ル
ミ
選
手
の
記
録
を
破

る
人
は
現
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。 

 

と
こ
ろ
が
つ
い
に
、
伝
説
の
記

録
が
破
ら
れ
る
日
が
来
た
の
で

す
。
１
９
５
４
年
、
決
し
て
破
ら

れ
る
こ
と
は
な
い
と
言
わ
れ
、
医

学
的
に
も
無
理
だ
と
さ
れ
た
４

分
を
切
っ
た
の
は
、
ロ
ジ
ャ
ー
・

バ
ニ
ス
タ
ー
と
い
う
若
い
選
手

で
す
。
記
録
は
３
分
59
秒
４
で
し
た
。 

 

新
記
録
が
出
た
こ
と
も
驚
き
の

ニ
ュ
ー
ス
で
し
た
が
、
さ
ら
に
驚
く
こ
と

が
起
こ
っ
た
の
で
す
。
な
ん
と
そ
の
年
、

23
人
も
の
選
手
が
４
分
を
切
る
記
録
を

出
し
ま
し
た
。 

 

な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
っ
た

の
か
―
―
。
そ
れ
ま
で
は
「
不
可
能
」
だ

と
思
い
込
ん
で
い
た
選
手
た
ち
は
バ
ニ

ス
タ
ー
選
手
の
登
場
で
思
い
込
み
か
ら

解
放
さ
れ
、
自
分
の
限
界
を
超
え
ら
れ
た

の
で
し
ょ
う
。 

 

「
や
れ
ば
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
」 

 

「
自
分
に
も
き
っ
と
で
き
る
」 

 

そ
ん
な
「
こ
こ
ろ
の
力
」
が
働
い
た
の

で
す
。 

  

新
薬
の
効
果
を
調
べ
る
と
き
は
、
薬
効

の
な
い
プ
ラ
シ
ー
ボ
（
偽
薬
）
を
使
っ
た

治
験
が
行
わ
れ
ま
す
。
医
者
に
も
治
験
者

に
も
本
物
の
薬
か
プ
ラ
シ
ー
ボ
か
を
隠

し
て
薬
効
を
判
定
す
る
と
、
プ
ラ
シ
ー
ボ

の
ほ
う
が
効
い
て
し
ま
っ
た
り
す
る
そ

う
で
す
。「
効
き
ま
す
よ
」
と
言
わ
れ
た

ら
偽
薬
で
も
効
い
て
し
ま
う
こ
と
を

「
プ
ラ
シ
ー
ボ
効
果
」
と
言
い
ま
す

が
、
こ
れ
も
「
こ
こ
ろ
の
力
」
で
し
ょ

う
。「
病
は
気
か
ら
」
と
似
た
よ
う
な
作

用
で
す
。 

 

「
今
日
は
い
い
こ
と
が
あ
り
そ
う
」

と
ワ
ク
ワ
ク
し
て
い
る
と
、
本
当
に
い

い
こ
と
が
起
こ
っ
た
り
し
ま
す
。
元
気

な
人
と
一
緒
に
い
る
と
自
分
ま
で
元

気
に
な
っ
た
り
、
ラ
ッ
キ
ー
カ
ラ
ー
を

身
に
つ
け
て
い
る
と
運
気
が
ア
ッ
プ

す
る
よ
う
な
気
が
し
た
り
。
す
べ
て

「
こ
こ
ろ
の
力
」
で
す
。 

 

「
こ
こ
ろ
の
力
」
は
思
っ
て
い
る
以
上

に
強
力
で
す
。
上
手
に
使
え
ば
ど
ん
ど
ん

上
向
い
て
い
く
反
面
、
「
で
き
な
い
」

「
や
っ
て
も
ム
ダ
」 

「
私
な
ん
か
」
と
い

う
気
持
ち
で
い
る
と
悪
い
ほ
う
に
転

が
っ
て
い
き
ま
す
。
自
分
で
自
分
の
可
能

性
を
狭
め
て
し
ま
う
の
は
も
っ
た
い
な

い
と
思
い
ま
せ
ん
か
。 

 

「
こ
こ
ろ
の
力
」
は
使
い
よ
う
で
す
。

「
私
は
で
き
る
」
と
思
う
か
ど
う
か
。
あ

と
は
あ
な
た
次
第
で
す
。 

 

 

 



 

 「着手」とは「とりかかる」という意味です。

社長は新規事業にとりかかろうとしているの

で「着手」は誤りではありません。 

 正解は②です。「関わる」とは「関係する」こ

と。「経営が悪化していることに関係なく新事

業に着手しようとしている」と読めば正しい気

がしますが、今回のポイントは、「関わらず」で

はなく「にもかかわらず」というひとまとまり

の語句だと気づくかどうか。漢字では「にも拘

わらず」と書き、「関わらず」は誤りです。 

 前に書かれている事柄を受けて、それと相反

する行動をとるときに「にも拘わらず」を使い

ます。別の言い方をすれば「それなのに」や「し

かし」となり、「（ＡかＢか）にかかわらず（関

係なく）」とは別の言葉です。 

 文章の意味を正確に捉えると、「経営が悪化

している。しかし社長は新事業に着手しようと

している」です。「関わらず」を使うなら、「社

長は経営の好転や悪化に関わらず新事業に着

手しようとしている」となります。 

社長は経営が悪化しているにも関わらず、新事業に着手しようとしている。 

 

  ① 誤りはない。     ②「関わらず」が誤り。 

  ③「着手」が誤り。   ④「関わらず」と「着手」が誤り。 

 

人
の
体
は
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と

で
す
ぐ
に
緊
張
し
ま
す
が
、
逆
に

ゆ
る
ま
せ
る
の
は
案
外
難
し
い
も

の
。
自
分
で
は
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て

い
る
つ
も
り
で
も
実
は
体
の
力
が

抜
け
て
い
な
い
こ
と
も
あ
り
、
自

分
で
は
そ
れ
に
気
づ
き
ま
せ
ん
。 

 

ま
た
、
毎
日
を
忙
し
く
過
ご
し

て
い
る
と
、
つ
い
頭
で
考
え
す
ぎ

て
し
ま
い
ま
す
。
何
か
を
考
え
て

い
る
と
き
は
「
脳
」
が
優
位
に
な

り
、
こ
れ
は
脳
が
緊
張
し
て
い
る

の
と
同
じ
こ
と
。
こ
の
状
態
が
続

く
と
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
滞
っ
て

「
感
覚
」
を
見
過
ご
し
が
ち
に
な

り
ま
す
。 

 

美
し
い
も
の
を
見
て
美
し
い
と

感
じ
る
。
お
い
し
い
物
を
食
べ
て

お
い
し
い
と
感
じ
る
。
清
々
し
い

気
で
満
た
さ
れ
て
い
る
場
所
を
心

地
良
く
感
じ
る
。
そ
ん
な
自
然
の

感
覚
が
鈍
っ
て
し

ま
え
ば
人
生
の
楽
し
み
が
減
っ
て

し
ま
う
で
し
ょ
う
。 

 

１
日
の
な
か
で
「
何
も
考
え
な

い
時
間
」
を
作
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。

自
分
の
内
の
「
無
」
に
向
き
合
っ
て

い
る
と
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
循
環

し
て
体
が
ゆ
る
み
、
鈍
っ
て
い
た

感
覚
が
息
を
吹
き
返
し
ま
す
。
た

と
え
ば
呼
吸
に
意
識
を
向
け
て
深

い
呼
吸
に
集
中
す
る
。
そ
れ
だ
け

で
も
効
果
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

  




