
 

 

雨
の
お
か
げ
で
新
緑
が
ひ
と
き
わ
色
鮮
や
か
な
時
季
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
。 

 
 

 
 
 
 

 

「
安
心
デ
ィ
ス
ク
ロ
ー
ジ
ャ
ー
」 

Ⅰ
.

お
客
様
か
ら
お
預
か
り
し
て
い
る
資
金
は
当
社
経
常
経
費
と
分
け

て
管
理
し
て
お
り
ま
す
。 

 

弊
社
の
経
営
は
お
客
様
か
ら
頂
く
手
数
料
の
み
で
行
っ
て
お
り
ま

す
。
当
然
、
お
客
様
か
ら
お
預
か
り
し
て
い
る
ご
資
金
は
弊
社
経
常

経
費
と
は
分
け
て
管
理
し
て
お
り
ま
す
。
お
客
様
か
ら
お
預
か
り
し

た
ご
資
金
に
対
し
て
の
弊
社
の
流
動
資
産
比
は
、 

 
 
 
 

平
成
２
４
年
５
月
末
現
在
・
・
・
１
２
４
．
０
０
％ 

 Ⅱ
.

強
力
な
専
門
家
と
顧
問
契
約
を
し
て
お
り
ま
す
。 

 

各
分
野
の
有
資
格
の
専
門
家
に
、
社
内
の
論
理
と
世
間
の
論
理
が

乖
離
し
な
い
よ
う
指
導
を
受
け
な
が
ら
、
成
長
の
た
め
の
布
石
も
う

ち
つ
つ
、
着
実
に
前
進
し
て
お
り
ま
す
。 

 Ⅲ
.

健
全
経
営
の
バ
ロ
メ
ー
タ
ー
・
・
・
自
己
資
本
比
率
は
十
分
で

す
。 

 
 
 
 

平
成
２
４
年
５
月
末
現
在
・
・
・
１
０
．
３
０
％ 

 

当
社
の
自
己
資
本
は
、
株
主
の
皆
様
か
ら
の
出
資
金
と
毎
事
業
年

度
の
剰
余
金
の
内
部
留
保
に
よ
り
厚
み
を
増
し
て
き
て
お
り
ま
す
。 

 Ⅳ
.

平
成
２
３
年
度
納
税
額
は
１
，
８
４
４
，
７
０
０
円
で
す
。 

 
 
 

（
国
税
、
地
方
税
合
算
） 

 

今
後
と
も
適
正
利
益
を
あ
げ
る
企
業
体
質
を
作
り
、
国
家
、
社
会

に
貢
献
し
て
ま
い
り
ま
す
。 

 Ⅴ
.

創
業
以
来
無
借
金
経
営
で
す
。 

 

冗
費
削
減
に
努
め
、
借
金
に
頼
ら
ず
、
こ
の
ビ
ジ
ネ
ス
モ
デ
ル
を

最
初
に
考
え
た
会
社
で
あ
る
こ
と
を
誇
り
に
顧
客
サ
ー
ビ
ス
を
充
実

さ
せ
ま
す
。 

  

当
社
は
、
他
社
と
差
別
化
を
図
る
た
め
、
右
記
情
報
を
公
表
す

る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
く
れ
ぐ
れ
も
類
似
業
者
、
怪
し
い
業
者
に

は
ご
注
意
く
だ
さ
い
。 

 

ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

 
江
戸
城
の
鎮
守
「
日
枝
神
社
」 

  

日
枝
神
社
は
千
代
田
区
永
田
町
二
丁
目
に
あ
る

神
社
で
、
江
戸
城
の
鎮
守
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
日

枝
神
社
と
は
山
王
信
仰
に
基
づ
き
比
叡
山
麓
の
日

吉
大
社
よ
り
勧
請
を
受
け
た
神
社
の
社
号
で
す
。

江
戸
三
大
祭
の
一
つ
、
山
王
祭
が
行
わ
れ
る
事
で

も
有
名
で
す
。 

 

主
祭
神
は
大
山
咋
神(

お
ほ
や
ま
く
ひ
の
か
み)

で
、
相
殿
に
国
常
立
神(

く
に
の
と
こ
た
ち
の
か

み)

、
伊
弉
冉
神(

い
ざ
な
み
の
か
み)

、
足
仲
彦
尊

(

た
ら
し
な
か
つ
ひ
こ
の
み
こ
と)

が
祀
ら
れ
て
い
ま

す
。
大
山
咋
神
は
須
佐
之
男
神
の
孫
神
で
、
近
江

国
の
日
枝
山
に
座
し
大
地
を
支
配
す
る
山
神
で

す
。
近
年
は
厄
除
け
・
安
産
・
縁
結
び
、
ま
た
商

売
繁
盛
・
社
運
隆
昌
の
神
と
し
て
崇
敬
さ
れ
て
い

ま
す
。 

 

創
建
の
年
代
は
不
詳
で
す
が
、
一
四
七
八(

文
明

十)

年
、
太
田
道
灌
が
江
戸
城
築
城
に
あ
た
り
、
川

越
の
無
量
寿
寺
の
鎮
守
で
あ
る
川
越
日
枝
神
社
を

勧
請
し
た
の
に
始
ま
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

 

ち
な
み
に
日
枝
神
社
で
七
五
三
詣
で
を
す
れ

ば
、
女
の
子
に
は
巫
女
服
を
着
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

リ
カ
ち
ゃ
ん
人
形
が
、
男
の
子
に
は
オ
リ
ジ
ナ
ル

チ
ョ
ロ
Ｑ
が
記
念
品
と
し
て
配
ら
れ
ま
す
。

ち
ょ
っ
と
変
わ
っ
た
プ
レ
ゼ
ン
ト
で
す
ね
。 



 

体
内
の
酸
素
が
毒
性
の
あ
る

酸
素
（
活
性
酸
素
）
に
変
質
す
る

こ
と
を
「
酸
化
」
と
言
い
ま
す
。

俗
に
い
う
「
体
が
サ
ビ
る
」
状
態

で
、
酸
化
が
肌
や
体
を
老
化
さ

せ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

ま
す
。
と
こ
ろ
が
近
年
、
老
化
の

原
因
と
し
て
「
糖
化
」
と
い
う
現

象
が
話
題
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

体
の
大
部
分
は
タ
ン
パ
ク
質

で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ

の
タ
ン
パ
ク
質
が
食
事
で
摂
っ
た
糖
と
結

び
つ
く
と
「
糖
化
生
成
物
（A

G
E

s

）
」
と
い

う
物
質
が
作
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
は
健
康
を
害

す
る
劣
性
タ
ン
パ
ク
質
で
、
糖
化
生
成
物
が

体
内
に
蓄
積
さ
れ
て
い
く
現
象
を
「
糖
化
」

と
言
い
ま
す
。 

 

近
年
の
様
々
な
研
究
に
よ
っ
て
、
糖
化
が

肌
や
体
の
老
化
を
促

進
さ
せ
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
っ
て
き
ま

し
た
。
酸
化
よ
り
糖
化

の
方
が
美
容
と
健
康

の
大
敵
で
あ
る
と
い

う
意
見
も
聞
か
れ
ま
す
。 

 

今
の
と
こ
ろ
糖
化
生
成
物
を
分
解
す
る

酵
素
は
知
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
タ
ー
ン
オ
ー

バ
ー
が
正
常
な
ら
体
外
に
押
し
出
さ
れ
ま

す
が
、
年
齢
と
共
に
代
謝
が
鈍
っ
て
く
る
と

体
内
に
溜
ま
り
続
け
ま
す
。
そ
の
た
め
糖
化

は
「
ゆ
っ
く
り
進
行
す
る
自
然
の
老
化
現

象
」
と
も
言
わ
れ
、
肌
の
シ
ミ
、
シ
ワ
、
た

る
み
の
原
因
に
な
る
だ
け
で
な
く
、
骨
、
血

管
、
脳
に
も
影
響
す
る
よ
う
で
す
。 

 

糖
化
を
予
防
す
る
に
は
、
で
き
る
だ
け
糖

化
生
成
物
を
作
ら
な
い
よ
う
に
す
る
し
か

あ
り
ま
せ
ん
。
甘
い
も
の
や
炭
水
化
物
を
減

ら
し
て
野
菜
中
心
の
食
事
に
切
り
換
え
、
糖

の
摂
取
を
控
え
て
い
く
「
抗
糖
化
」
の
生
活

を
心
が
け
て
い
く
の
が
良
さ
そ
う
で
す
。 

 

 

耳
の
痛
い
こ
と
を
あ
え
て
言
っ
て
く

れ
る
人
が
本
当
の
友
達
だ
、
と
い
う
の

は
半
分
当
た
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

人
は
図
星
を
突
か
れ
る
と
、
頭
で
は
「
そ

の
通
り
」
だ
と
わ
か
っ
て
い

て
も
、
つ
い
反
発
し
た
く
な

る
も
の
で
す
。
批
判
的
な
言

葉
を
並
べ
て
「
だ
か
ら
ダ
メ

な
の
よ
」
と
責
め
れ
ば
相
手

は
逆
ギ
レ
し
て
、
ふ
た
り
の

関
係
は
悪
く
な
り
ま
す
。 

 

耳
の
痛
い
意
見
が
相
手

の
こ
こ
ろ
に
届
く
か
ど
う

か
は
、
そ
の
人
が
聞
く
耳
を

持
っ
て
い
る
か
の
タ
イ
ミ

ン
グ
や
伝
え
方
に
よ
り
ま

す
。
つ
ま
り
、
相
手
に
不
快

感
を
与
え
ず
に
反
対
意
見

を
言
え
る
か
ど
う
か
で
す
。 

 

「
あ
な
た
の
た
め
を
思
っ
て
」
と
い
う

気
持
ち
が
自
分
の
意
見
の
押
し
つ
け
で

あ
れ
ば
、
相
手
は
そ
れ
を
敏
感
に
感
じ

取
っ
て
不
快
な
気
分
に
な
る
で
し
ょ

う
。
「
言
い
に
く
か
っ
た
だ
ろ
う
に
、

言
っ
て
く
れ
て
あ
り
が
と
う
」
と
感
謝

さ
れ
た
と
き
、
あ
な
た
の
気
持
ち
は
上

手
に
伝
わ
っ
て
い
ま
す
。
人
に
意
見
す

る
と
き
は
、「
何
を
言
う
か
」
よ
り
「
ど

う
言
う
か
」
が
大
切
な
の
で
す
ね
。 

 言
い
に
く
い
こ
と
を
上
手
に
い
え
る
人
は
、 

 

人
か
ら
信
頼
さ
れ
る
。 

言
い
に
く
い
こ
と
を
言
わ
な
い
で
い
て
、 

 

自
分
を
優
し
い
と
思
っ
て
い
る
人
は
、 

 

い
つ
か
人
を
傷
つ
け
る
。 

―
―
皆
川
修
一
「
い
い
言
葉
ね
っ
と
」
よ
り 



 

東
日
本
大
震
災
か
ら
１
年
以
上
が
た

ち
ま
し
た
。
あ
の
と
き
、
多
く
の
人
が
抱

い
た
「
私
に
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
」
と

い
う
気
持
ち
。
そ
れ
が
今
、
少
し
ず
つ
風

化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す

る
声
が
上
が
っ
て
い
ま
す
。 

 

大
震
災
後
、
「
私
に
で
き
る
こ
と
は
な

い
か
」
と
い
う
一
個
人
の
思
い
か
ら
始

ま
っ
た
支
援
活
動
が
、
被
災
者
や
被
災
地

の
大
き
な
力
に
な
り
ま
し
た
。
す
で
に

ニ
ュ
ー
ス
に
も
な
り
ま
せ
ん
が
、
今
で
も

続
い
て
い
る
支
援
活
動
は
た
く
さ
ん
あ

り
ま
す
。
自
分
の
目
や
耳
に
入
っ
て
こ
な

い
だ
け
で
「
私
に
も
で
き
る
こ
と
」
を
コ

ツ
コ
ツ
続
け
て
い
る
人
た
ち
が

大
勢
い
る
こ
と
を
、
ま
ず
は
知
っ

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  

ど
ん
な
事
件
や
災
害
も
時
間

の
経
過
と
と
も
に
風
化
し
て
、
当

事
者
だ
け
が
こ
こ
ろ
の
痛
み
と

し
て
鮮
明
に
記
憶
し
て
い
ま
す
。

人
は
「
忘
れ
る
」
こ
と
で
前
に
進
ん
で
い

け
る
こ
と
も
あ
る
し
、
自
分
の
生
活
を
守

る
の
に
精
一
杯
だ
と
い
う
の
も
現
実
で

し
ょ
う
。
そ
れ
で
も
、
１
年
前
に
強
く
感

じ
た
「
私
に
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
」
と

い
う
思
い
を
こ
の
ま
ま
風
化
さ
せ
て
し

ま
う
の
は
、
自
分
の
た
め
に
も
惜
し
い
の

で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。 

 

吉
野
源
三
郎
さ
ん
の
『
君
た
ち
は
ど
う

生
き
る
か
』（
岩
波
書
店
）
に
こ
ん
な
く
だ

り
が
あ
り
ま
す
。 

  

「
あ
り
が
た
い
」
と
い
う
言
葉
に
よ
く

気
を
つ
け
て
見
た
ま
え
。
こ
の
言
葉
は
、

「
感
謝
す
べ
き
こ
と
だ
」
と
か
、「
御
礼
を

い
う
だ
け
の
値
打
が
あ
る
」
と
か
と
い
う

意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
ね
。
し
か
し
、
こ

の
言
葉
の
も
と
の
意
味
は
、
「
そ
う
あ
る

こ
と
が
む
ず
か
し
い
」
と
い
う
意
味
だ
。

「
め
っ
た
に
あ
る
こ
と
じ
ゃ
あ
な
い
」
と

い
う
意
味
だ
。
自
分
の
受
け
て
い
る
仕
合

せ
が
、
め
っ
た
に
あ
る
こ
と
じ
ゃ
あ
な
い

と
思
え
ば
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
に

感
謝
す
る
気
持
ち
に
な
る
。
そ
れ
で
、「
あ

り
が
た
い
」
と
い
う
言
葉
が
、「
感
謝

す
べ
き
こ
と
だ
」
と
い
う
意
味
に
な

り
、「
あ
り
が
と
う
」
と
い
え
ば
、
御

礼
の
心
持
を
あ
ら
わ
す
こ
と
に

な
っ
た
ん
だ
。 

  
被
災
地
の
支
援
だ
け
が
「
私
に
で

き
る
こ
と
」
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

生
ま
れ
育
っ
た
ふ
る
さ
と
が
津
波

に
の
み
込
ま
れ
、
一
瞬
に
し
て
大
切

な
家
族
や
思
い
出
を
奪
わ
れ
た

方
々
の
切
な
い
涙
は
、
自
分
に
と
っ

て
か
け
が
え
の
な
い
も
の
は
何
か
を
改

め
て
教
え
て
く
れ
ま
し
た
。 

 

先
の
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
と

に
か
く
今
を
大
事
に
生
き
よ
う
。 

 

そ
ん
な
思
い
が
平
凡
に
思
え
た
毎
日

を
輝
か
せ
、
そ
れ
ま
で
当
た
り
前
だ
と

思
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
り
が
た
い
と
感

じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

す
べ
て
は
一
瞬
に
し
て
失
っ
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
、
か
け
が
え
の
な
い
も

の
で
す
。
日
々
の
暮
ら
し
に
感
謝
し
て
生

き
る
。
こ
れ
も
「
私
に
で
き
る
こ
と
」
の

ひ
と
つ
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
す
。 

 

 

 



 

 暇があるのをよいことに多くの時間を費や

すことを「暇に飽かす」と言います。インター

ネットを検索すると「暇に任せて」がたくさん

ヒットして、「暇（があるの）に任せて」という

表現もまったくの間違いとは言えないかもし

れません。言葉は時代で変化します。しかし、

慣用的には「暇に飽かせて」の方が正しいこと

は覚えておいたほうがいいでしょう。 

 「ひねもす」は「終日」と書き、朝から晩ま

で一日中という意味です。というわけで今回の

正解は①。この文章に誤りはありません。 

 ところで、「ひねもす」と聞いて思いだすのは

与謝蕪村の句です。 

 「春の海ひねもすのたりのたりかな 」  

 春の海は一日中ゆったりとうねっていて、ま

ことにのどかなことだという意味で、蕪村の代

表句です。ちなみに「のたりのたり」とは「の

んびり、だらだら」を意味する擬態語（ぎたい

ご）。たまには、ひねもすのたりのたりと休日を

過ごしたいものですね。 

休日は暇に飽（あ）かして、ひねもす読書にふけっている。 

 

① 誤りは含まれていない   ②「暇に飽かして」が誤り 

③「ひねもす」が誤り    ④「飽かして」と「ひねもす」が誤り 

 

映
画
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ス
ワ
ン
」
の

主
演
女
優
ナ
タ
リ
ー
・
ポ
ー
ト
マ

ン
さ
ん
が
、
エ
レ
ガ
ン
ス
に
つ
い

て
こ
う
話
し
て
い
ま
す
。 

 

「
エ
レ
ガ
ン
ス
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
自
分
に

満
足
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
偽

り
の
な
い
自
分
自
身
で
い
る
こ
と

が
、
私
に
と
っ
て
の
真
の
エ
レ
ガ

ン
ス
」 

 

彼
女
の
「
エ
レ
ガ
ン
ス
」
に
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
は
フ
ラ
ン
ス
の
女

性
た
ち
だ
そ
う
で
す
。
フ
ラ
ン
ス

の
女
性
は
自
分
の
魅
力
を
よ
く

知
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
ま
す
。
け

れ
ど
そ
の
魅
力
は
、
日
本
人
女
性

が
考
え
る
も
の
と
は
少
し
違
う
よ

う
で
す
。
た
と
え
ば
、
背
中
に
た
く

さ
ん
ホ
ク
ロ
が
あ
っ
て
も
思
い
切

り
背
中
の
開
い
た
ド
レ
ス
を
着
た

り
、「
鼻
が
大
き
い
の
が
私
の

チ
ャ
ー
ム
ポ
イ
ン

ト
よ
」
と
堂
々
と
ア
ピ
ー
ル
し
た

り
。
フ
ラ
ン
ス
の
女
性
は
、
何
が
自

分
を
唯
一
無
二
の
存
在
に
し
て
く

れ
る
の
か
よ
く
心
得
て
い
て
、
ど

こ
ま
で
も
自
分
自
身
で
あ
ろ
う
と

す
る
。
そ
の
姿
勢
に
「
パ
リ
の
本
質

を
見
た
」
と
ナ
タ
リ
ー
・
ポ
ー
ト
マ

ン
さ
ん
は
言
い
ま
す
。 

 

 

あ
る
が
ま
ま
の
自
分
に
自
信
を

持
つ
こ
と
。
そ
の
た
め
に
努
力
や

工
夫
を
す
る
こ
と
。
そ
し
て
何
よ

り
自
分
自
身
で
あ
る
こ
と
を
楽
し

む
こ
と
。
そ
れ
が
「
こ
こ
ろ
の
エ
レ

ガ
ン
ス
」
な
の
で
は
と
思
い
ま
す
。 

  




