
 

暑
い
日
が
続
き
ま
す
が
、
皆
様
お
変
わ
り
な
く
お

過
ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。 

  

さ
て
、
８
月
は
各
地
で
花
火
大
会
が
催
さ
れ
ま

す
。
東
京
で
は
隅
田
川
の
花
火
が
有
名
で
す
が
、
花

火
そ
の
も
の
の
大
き
さ
、
迫
力
で
は
今
ひ
と
つ
で

す
。
な
ぜ
な
ら
、
大
都
会
の
中
心
部
で
開
催
さ
れ
る

た
め
、
安
全
上
、
航
空
法
上
の
様
々
な
規
制
が
あ

り
、
大
き
な
尺
玉
を
打
ち
上
げ
ら
れ
な
い
か
ら
で

す
。 ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
第
三
の
矢
は
成
長
戦
略
で
す
。

そ
の
中
で
重
要
な
の
が
規
制
緩
和
で
す
。 

花
火
大
会
の
よ
う
な
安
全
を
確
保
す
る
た
め
の
規
制

は
緩
和
さ
れ
る
と
困
り
ま
す
が
、
既
得
権
益
を
守
る

た
め
だ
け
の
本
当
に
必
要
な
の
？
と
い
う
規
制
（
賛

否
両
論
あ
り
ま
し
た
が
、
薬
の
ネ
ッ
ト
販
売
解
禁

等
）
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
安
倍
首
相
が
今
後
そ

こ
に
ど
こ
ま
で
切
り
込
ん
い
け
る
か
が
焦
点
で
す
。 

ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
成
否
は
、
為
替
や
株
価
と
同

様
、
ゴ
ー
ル
ド
の
価
格
に
影
響
を
与
え
る
要
因
の
一

つ
で
す
。 

今
後
、
規
制
緩
和
が
ど
の
よ
う
に
進
む
の
か
注
目
し

て
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

追
伸 

 

お
勧
め
の
花
火
大
会
は
、
Ｐ
Ｌ
の
花
火

（
大
阪
）
で
す
。
一
時
よ
り
も
規
模
は
縮

小
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
日
本
一
の

規
模
だ
と
思
い
ま
す
。
大
混
雑
覚
悟
で
一

度
見
物
に
出
か
け
ら
れ
る
事
を
お
薦
め
し

ま
す
。 

 

ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

千
代
田
の
お
城
「
江
戸
城
」 

  

東
京
都
千
代
田
区
千
代
田
に
あ
る
江
戸
城
は
武
蔵

国
豊
嶋
郡
江
戸
に
あ
っ
た
城
で
、
江
戸
時
代
に
は
江

城
（
こ
う
じ
ょ
う
）
と
い
う
呼
び
名
が
一
般
的
だ
っ

た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
千
代
田
城
と
も
呼

ば
れ
て
い
た
そ
う
で
す
。 

 

こ
の
江
戸
の
歴
史
は
古
く
最
初
に
根
拠
地
を
置
い

た
武
家
は
江
戸
重
継
で
、
平
安
時
代
末
期
か
ら
鎌
倉

時
代
初
期
に
か
け
て
今
の
本
丸
・
二
の
丸
辺
り
の
台

地
に
江
戸
氏
の
居
館
が
あ
っ
た
よ
う
で
す
。
そ
の

後
、
十
五
世
紀
の
関
東
騒
乱
で
江
戸
氏
が
没
落
、
扇

谷
上
杉
氏
の
家
臣
で
あ
る
大
田
道
灌
が
一
四
五
七

（
長
禄
元
）
年
に
江
戸
城
を
築
城
し
、
こ
れ
が
江
戸

城
の
始
め
と
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

道
灌
が
殺
害
さ
れ
た
後
、
江
戸
城
は
上
杉
氏
の
所

有
す
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
そ
の
上
杉
氏
も
北
条
氏
に

敗
れ
、
北
条
氏
綱
の
支
配
下
に
な
り
ま
し
た
。
お
城

の
南
側
に
は
品
川
湊
が
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
南
に
は

六
浦
（
金
沢
）
を
経
て
鎌
倉
に
至
る
水
陸
交
通
路
が

あ
っ
た
こ
と
か
ら
関
東
内
陸
部
か
ら
利
根
川
・
荒
川

を
経
て
品
川
・
鎌
倉
に
向
か
う
た
め
の
交
通
路
の
掌

握
の
た
め
に
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ

ま
す
。 

 

そ
の
後
、
豊
臣
秀
吉
に
よ
る
小
田
原
攻
め
の
際
に

開
城
。
秀
吉
に
よ
っ
て
関
八
州
に
転
封
さ
れ
た
徳
川

家
康
の
居
城
と
な
り
、
家
康
が
公
式
に
江
戸
城
に
入

城
し
た
の
が
旧
暦
の
８
月
１
日(

八
月
朔
日
、
八
朔
）

で
、
現
在
の
暦
だ
と
８
月
３
０
日
で
す
。
こ
の
た
め

江
戸
時
代
に
は
、
こ
の
日
は
お
正
月
に
次
ぐ
祝
日
と

し
て
祝
わ
れ
て
い
ま
し
た
。 



 

ネ
ッ
ト
通
販
を
活
用
し
た
新

し
い
ビ
ジ
ネ
ス
が
ど
ん
ど
ん
登

場
し
て
い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
が

「
定
期
購
入
サ
ー
ビ
ス
」
で
す
。 

 

 

頒
布
会
の
よ
う
に
毎
月
決

ま
っ
た
金
額
を
払
う
と
色
々
な

商
品
が
届
く
仕
組
み
で
す
が
、
定

期
購
入
サ
ー
ビ
ス
の
商
品
は
従

来
の
頒
布
会
と
ち
ょ
っ
と
違
い

ま
す
。
な
ん
と
、
そ
の
道
の
専
門

家
が
厳
選
し
た
商
品
が
送
ら
れ
て
く
る
の

で
す
。
ま
た
は
、
あ
ら
か
じ
め
自
分
の
趣
味

や
嗜
好
な
ど
の
簡
単
な
質
問
に
答
え
て
お

く
こ
と
で
、
自
分
の
テ
イ
ス
ト
に
合
っ
た

商
品
が
届
く
サ
ー
ビ
ス
も
あ
り
ま
す
。 

 

始
ま
り
は
ア
メ
リ
カ
で
す
が
、
今
で
は

日
本
で
も
様
々
な
サ
ー
ビ
ス
が
盛
ん
で

す
。
１
５
０
０
円
で
プ
レ
ミ
ア
ム
コ
ス
メ

サ
ン
プ
ル
が
届
く
「G

lo
s
s
yB

o
x

（
グ
ロ
ッ

シ
ー
・
ボ
ッ
ク
ス
）
」。

若
手
農
家
集
団
「
ト

ラ
男
」
が
手
が
け
た

お
米

が

毎
月

届
く

「
ト
ラ
男
一
家
」（
２

５
０
０
円
～
／
月
）。
ス
パ
イ
ス
、
フ
ァ
ッ

シ
ョ
ン
、
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
各
分
野
の
専
門

家
が
選
ぶ
商
品
が
届
く
「H

A
T

C
H

（
ハ
ッ

チ
）
」。
特
に
お
す
す
め
は
、
人
気
ス
タ
イ
リ

ス
ト
が
靴
を
選
ん
で
く
れ
る
「s

tyle
 p

ic
k

（
ス
タ
イ
ル
・
ピ
ッ
ク
」
で
す
。 

 

無
料
診
断
で
好
み
の
写
真
を
い
く
つ
か

選
ん
で
お
く
と
、
毎
月
プ
ロ
の
ス
タ
イ
リ

ス
ト
が
自
分
に
合
っ
た
靴
を
メ
ー
ル
で
提

案
し
て
く
れ
ま
す
。
値
段
は
お
手
頃
な
税

込
３
９
８
０
円
。
頒
布
会
と
違
っ
て
毎
月

必
ず
買
う
必
要
は
な
く
、
お
す
す
め
が
気

に
入
っ
た
ら
購
入
し
ま
す
。
オ
シ
ャ
レ
の

セ
ン
ス
に
自
信
が
な
く
て
も
、
自
分
専
用

の
ス
タ
イ
リ
ス
ト
が
つ
い
て
い
る
気
分
で

買
い
物
で
き
ま
す
ね
。 

 

 

「
や
れ
る
こ
と
」
と
、「
や
ら
な
け
れ

ば
い
け
な
い
こ
と
」
は
、
や
ら
な
く
て
い

い
―
―
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
だ
と

思
い
ま
す
か
。
中
谷
彰
宏
さ
ん
の
言
葉

は
次
の
よ
う
に
続
き
ま
す
。 

 

「
今
ま
で
の
人
生
で
、『
や
り
た
い
こ

と
』
を
後
回
し
に
し
て
き
た

か
ら
、『
や
り
た
い
こ
と
』
を

見
失
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の

で
す
。『
や
り
た
い
こ
と
』
を
、

や
ろ
う
。」 

 

「
や
れ
る
こ
と
」
を
や
る
の

は
簡
単
な
の
で
や
り
ま
す
。

「
や
ら
な
く
て
は
い
け
な
い

こ
と
」
は
必
要
に
迫
ら
れ
て

や
り
ま
す
。
そ
う
や
っ
て
い

れ
ば
時
間
は
過
ぎ
て
、
何
も

し
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い

の
で
そ
れ
な
り
に
充
実
し
て

い
る
気
が
し
ま
す
。
け
れ
ど

人
生
は
一
度
き
り
で
す
。
今
日
と
い
う

日
は
一
日
だ
け
で
す
。
本
当
に
自
分
が

「
や
り
た
い
こ
と
」
は
、
一
体
い
つ
や
る

の
で
し
ょ
う
。 

 

「
や
り
た
い
こ
と
」
を
し
て
い
れ
ば
人

を
と
や
か
く
言
う
ヒ
マ
は
あ
り
ま
せ

ん
。
花
を
飾
る
と
か
空
を
見
上
げ
る
と

か
、
ど
ん
な
に
小
さ
な
こ
と
で
も
い
い

の
で
「
や
り
た
い
こ
と
」
を
や
っ
て
自
分

で
自
分
を
楽
し
ま
せ
ま
し
ょ
う
。「
や
り

た
い
こ
と
」
が
見
つ
か
ら
な
い
な
ら
、
何

を
し
て
い
る
と
き
が
い
ち
ば
ん
楽
し
い

か
、
そ
こ
か
ら
考
え
て
み
ま
せ
ん
か
。 

 「
や
れ
る
こ
と
」
と
、 

「
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
」
は
、 

や
ら
な
く
て
い
い
。 

 

 

―
―
中
谷
彰
宏
（
作
家
・
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
） 



 

最
近
、
落
語
に
興
味
を
持
っ
た
り
寄
席

に
行
っ
た
り
す
る
女
性
が
増
え
て
い
る

そ
う
で
す
。
き
っ
か
け
の
ひ
と
つ
は
雲
田

は
る
こ
さ
ん
の
マ
ン
ガ
『
昭
和
元
禄
落
語

心
中
』
（
講
談
社
）
。
刑
務
所
で
服
役
中

だ
っ
た
元
ヤ
ク
ザ
の
与
太
郎
は
、
落
語
慰

問
会
で
聞
い
た
八
雲
師
匠
の
落
語
が
忘

れ
ら
れ
ず
、
出
所
と
同
時
に
押
し
か
け
て

弟
子
入
り
を
志
願
す
る
「
与
太
郎
放
浪

編
」
か
ら
物
語
は
始
ま
り
ま
す
。 

 

作
者
自
身
が
落
語
好
き
と
あ
っ
て
作

中
に
落
語
が
ち
ゃ
ん
と
描
か
れ
て
お
り
、

落
語
初
心
者
の
読
者
で
も
、
同
じ
く
落
語

初
心
者
の
与
太
郎
が
落
語
の
魅
力
に
は

ま
っ
て
い
く
と
こ
ろ
は
大
い
に
共
感
で

き
る
で
し
ょ
う
。
読
み
な
が
ら
「
今
す
ぐ

寄
席
に
行
き
た
い
！
」
と
思
う
人
も
多
い

よ
う
で
す
。 

  

今
、
披
露
さ
れ
て
い
る
落
語
の
ネ
タ

は
、
江
戸
時
代
か
ら
変
わ
ら
な
い
話
も
多

い
そ
う
で
す
。
ネ
タ
の
多
く
は
「
ダ
メ
な

人
や
し
ょ
う
が
な
い
人
を
笑
い
飛
ば
そ

う
よ
」
と
い
う
雰
囲
気
が
あ
る
一
方
で
、

権
力
者
に
反
発
す
る
噺
（
は
な
し
）
も
あ

り
ま
す
。
徳
川
将
軍
が
日
本
を
統
治
し
て

い
た
時
代
も
デ
ジ
タ
ル
全
盛
の
現
代
で

も
、
人
は
同
じ
と
こ
ろ
で
笑
い
、
同
じ
と

こ
ろ
で
泣
き
、
同
じ
と
こ
ろ
に
「
粋
」
や

「
人
情
」
を
感
じ
る
の
で
し
ょ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
落
語
が
描
く
の
は
人
の
心
を
つ
か

む
普
遍
の
テ
ー
マ
だ
か
ら
で
す
。 

 

し
か
も
歌
舞
伎
な
ど
の
伝
統
芸
能
と

違
い
、
落
語
は
身
振
り
と
手
振
り
の
み
で

噺
を
進
め
、
一
人
何
役
も
演
じ
ま
す
。
衣

装
や
舞
台
装
置
な
ど
は
極
力
使
わ
ず
、
演

者
の
技
巧
と
聴
き
手
の
想
像
力
で
噺
の

世
界
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
ん
な
シ

ン
プ
ル
さ
も
落
語
の
魅
力
と
言
え
そ
う

で
す
。 

  

泣
い
て
笑
っ
て
ほ
ろ
り
と
さ
せ
ら
れ

て
、
落
語
を
聞
く
と
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
感

情
を
揺
さ
ぶ
ら
れ
ま
す
が
、
同
時
に
会
話

の
持
ち
言
葉
が
増
え
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
能
力
が
上
が
っ
た
り
、
話
の
組
み

立
て
方
が
上
手
に
な
っ
た
り
す
る
よ
う

で
す
。
落
語
に
は
起
承
転
結
が
あ
り
ま

す
。
落
語
に
親
し
む
う
ち
に
、
自
分
の

話
で
も
自
然
と
起
承
転
結
を
作
る
の

が
う
ま
く
な
っ
て
も
不
思
議
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

ま
た
、
ひ
と
り
で
何
役
も
演
じ
る
落

語
は
、
聞
い
て
る
人
の
興
味
を
最
後
ま

で
引
き
つ
け
て
お
く
た
め
に
声
の
大

き
さ
、
抑
揚
の
つ
け
方
、
間
の
と
り
方
、

視
線
の
持
っ
て
い
き
方
な
ど
に
工
夫

を
凝
ら
し
て
い
ま
す
。
落
語
を
聞
い
て

営
業
ト
ー
ク
を
勉
強
す
る
営
業
マ
ン

が
い
る
そ
う
で
す
が
、
確
か
に
話
術
の
ス

キ
ル
は
身
に
つ
き
そ
う
で
す
。 

  

ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
で
「
落
語
」
と
検
索
す

る
と
、
色
々
な
噺
家
の
様
々
な
演
目
が

ヒ
ッ
ト
し
ま
す
。
も
し
く
は
、
立
川
談
笑

師
匠
の
「
落
語
っ
て
こ
ん
な
に
楽
し
い
！

初
心
者
向
け
落
語
入
門
講
座
」
で
、
ま
ず

は
落
語
の
楽
し
み
方
に
触
れ
て
み
る
の

も
良
さ
そ
う
で
す
。 

 

泣
い
て
笑
っ
て
感
動
し
て
、
落
語
パ

ワ
ー
で
残
暑
を
乗
り
切
り
ま
し
ょ
う
。 

 

 

 



次の文章はどちらが正しいでしょう。 

【１】苦汁をなめる   ／ 苦渋をなめる 

【２】苦汁を味わう   ／ 苦渋を味わう 

【３】苦汁を飲まされる ／ 苦渋を飲まされる 

【４】苦汁の決断    ／ 苦渋の決断 

【５】苦汁に満ちた顔  ／ 苦渋に満ちた顔 

 
レ
ス
ト
ラ
ン
で
の
ワ
イ
ン
の

オ
ー
ダ
ー
は
難
し
い
も
の
で
す
。

銘
柄
や
味
、
ワ
イ
ン
の
特
徴
や
お

料
理
と
の
相
性
は
お
店
の
人
や

ソ
ム
リ
エ
に
聞
け
ま
す
が
、
ど
の

程
度
の
値
段
に
す
る
か
は
迷
い

ど
こ
ろ
で
す
。
値
段
の
目
安
は
次

の
う
ち
ど
れ
で
し
ょ
う
。 

【
Ａ
】
料
理
の
総
額
の
半
分
程
度 

【
Ｂ
】
料
理
の
総
額
と
同
額
程
度 

【
Ｃ
】
料
理
の
総
額
の
倍
程
度 

  

レ
ス
ト
ラ
ン
は
お
料
理
メ
イ

ン
で
楽
し
む
場
所
で
す
。
ワ
イ
ン

だ
け
の
こ
と
を
考
え
て
オ
ー

ダ
ー
す
る
の
は
失
礼
に
当
た
る

そ
う
で
す
。
ワ
イ
ン
の
値
段
は
お

料
理
の
総
額
の
３
分
の
１
か
ら

半
額
程
度
を
目
安
に
す
る
と
い

い
で
し
ょ
う
。
と
い
う
わ
け
で
答

え
は
【
Ａ
】
で
す
。 

 

た
と
え
ば
二
人
で
２
万
円
の

お
料
理
を
オ
ー
ダ
ー

し
た
ら
、
ワ
イ
ン
は
７
千
円
か
ら

１
万
円
程
度
の
も
の
を
頼
み
ま

し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
目
安

で
す
。
ワ
イ
ン
メ
イ
ン
で
楽
し
む

席
な
ど
で
は
、
ワ
イ
ン
通
や
ソ
ム

リ
エ
の
ア
ド
バ
イ
ス
を
受
け
な

が
ら
色
々
な
ワ
イ
ン
を
お
楽
し

み
く
だ
さ
い
。 

 

余
談
で
す
が
、「
こ
の
ワ
イ
ン

は
高
い
で
す
」
と
言
わ
れ
て
か
ら

飲
む
と
お
い
し
く
感
じ
て
し
ま

う
の
が
人
間
の
脳
の
特
徴
だ
そ

う
で
す
。 

  

【苦汁】文字通り「苦（にが）い汁」から転じた

苦い経験のこと 

【苦渋】心の苦しみや苦しみ悩むこと 

【１】正しいのは「苦汁をなめる」 

【２】正しいのは「苦渋を味わう」 

【３】正しいのは「苦汁を飲まされる」 

【４】正しいのは「苦渋の決断」 

【５】正しいのは「苦渋に満ちた顔」 

 「苦汁」はなめたり飲まされたりしますが、苦

い汁なので味わいたくはないですね。 


