
 

時
下
ま
す
ま
す
ご
清
祥
の
こ
と
と
お
慶
び

申
し
上
げ
ま
す
。
皆
様
お
変
わ
り
な
く
お
過

ご
し
の
こ
と
と
存
じ
ま
す
。 

  

「
相
続
資
産
と
し
て
金
を
残
し
た
い
。」 

 

富
の
継
承
手
段
は
不
動
産
で
す
が
、
不
動

産
と
違
っ
て
金
は
固
定
資
産
税
が
か
か
り
ま

せ
ん
。
こ
れ
は
３
０
年
４
０
年
経
っ
て
お
孫

さ
ん
に
も
資
産
を
継
承
し
た
い
人
に
と
っ

て
、
す
ご
い
メ
リ
ッ
ト
で
す
。
そ
れ
に
不
動

産
を
共
有
名
義
で
残
す
と
争
い
の
も
と
に
な

り
か
ね
ま
せ
ん
… 

 

  

来
年
か
ら
相
続
税
の
増
税
が
決
定
し
て
い

ま
す
。
課
税
ベ
ー
ス
が
広
げ
ら
れ
、
今
ま
で

関
係
が
な
か
っ
た
人
も
自
分

事
に
な
り
ま
す
。 

   

弊
社
は
、
慌
て
ず
ゆ
っ
く

り
「
ゴ
ー
ル
ド
積
立
て
く
ん

Ⓡ

」
で
万
全
の
準
備
を
お
手
伝

い
し
て
参
り
ま
す
。 

 

ご
存
知 

 
 

で
す
か
？ 

 

今
年
生
誕
１
５
０
年
の
作
曲
家
・
指
揮

者
の
リ
ヒ
ャ
ル
ト=

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
。
メ
モ

リ
ア
ル
イ
ヤ
ー
の
今
年
多
く
の
演
奏
会
が

行
わ
れ
ま
す
。
ち
な
み
に
ワ
ル
ツ
王
ヨ
ハ

ン
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
と
は
無
縁
。
ま
た
恋
し

て
結
婚
し
た
ソ
プ
ラ
ノ
歌
手
の
パ
ウ
リ
ー

ネ
は
後
に
悪
妻
と
し
て
数
々
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
が
あ
り
ま
す
。 

 

シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス
の
作
品
は
『
恐
妻
』
前

の
作
品
は
大
変
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
。
『
恐

妻
』
後
は
オ
ペ
ラ
で
一
度
大
失
敗
し
ま
す

が
恐
ろ
し
い
妻
の
叱
咤
激
励
で
意
欲
作
か

つ
問
題
作
サ
ロ
メ
、
さ
ら
に
難
解
な
エ
レ

ク
ト
ラ
に
挑
戦
。
続
い
て
か
の
有
名
な
ば

ら
の
騎
士
で
大
成
功
を
収
め
ま
す
。
泣
け

ま
す(

笑) 

 
 

 

リ
ヒ
ャ
ル
ト
＝
シ
ュ
ト
ラ
ウ
ス 



 

餅
か
ら
作
っ
た
皮
で
餡
を
包

ん
だ
和
菓
子
の
一
種
「
最
中
（
も

な
か
）
」
。
今
で
は
全
国
各
地
で

様
々
な
種
類
の
最
中
が
銘
菓
と

し
て
売
り
出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

あ
の
菓
子
が
「
最
中
」
と
い
う
名

前
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

の
は
、
江
戸
時
代
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
吉
原
で
和
菓
子
屋
を
営
ん

で
い
た
竹
村
伊
勢
と
い
う
職
人

が
考
案
し
た
円
形
の
菓
子
に
「
最
中
の
月
」

と
命
名
し
た
も
の
が
広
が
り
、
そ
の
後
、
四

角
い
も
の
も
出
回
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

か
ら
「
月
」
が
省
か
れ
、「
最
中
」
へ
と
変

遷
し
て
い
っ
た
よ
う
で
す
。 

 

し
か
し
、「
最
中
の
月
」
と
い
う
言
葉
そ

の
も
の
は
、
平
安
時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い

ま
し
た
。 

 

『
拾
遺
和
歌
集
』（
し
ゅ
う
い
わ
か
し
ゅ

う
）
に
源
順
が
詠
ん

だ
「
池
の
面
に
照
る

月
な
み
を
数
ふ
れ
ば 

今
宵
ぞ
秋
の
も
な
か

な
り
け
る
」
と
い
う

句
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
。 

「
秋
の
も
な
か
な
り
け
る
」
は
、「
秋
真
っ

盛
り
で
あ
る
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
り
、
こ

れ
を
も
と
に
、
中
秋
の
名
月
の
こ
と
を
「
も

な
か
の
月
」
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

さ
ら
に
、
月
見
の
宴
で
出
さ
れ
る
白
く

て
丸
い
菓
子
を
、
平
安
貴
族
た
ち
が
「
も
な

か
の
月
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
っ
た
と
言
わ

れ
、
こ
れ
が
江
戸
時
代
の
竹
村
伊
勢
の
菓

子
へ
と
引
き
継
が
れ
た
…
…
と
い
う
説
も

あ
り
ま
す
。 

 

日
本
人
の
心
に
風
流
を
運
ん
で
く
れ
る

美
し
い
中
秋
の
名
月
…
…
今
年
は
定
番
の

月
見
団
子
で
は
な
く
「
最
中
」
を
お
供
に
、

平
安
の
世
に
想
い
を
馳
せ
る
の
も
一
興
か

も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

 

 

ユ
ダ
ヤ
系
ド
イ
ツ
人
の
少
女
・
ア
ン

ネ
・
フ
ラ
ン
ク
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
下

の
オ
ラ
ン
ダ
で
、
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
の
迫

害
か
ら
逃
れ
る
た
め
狭
い
隠
し
部
屋
で

暮
ら
し
ま
し
た
。
全
世
界
で
ベ
ス
ト
セ

ラ
ー
と
な
っ
た
「
ア
ン
ネ
の
日
記
」
は
、

こ
の
潜
伏
生
活
の
中
で
綴
ら
れ
た
も

の
。
少
女
の
葛
藤
と
成
長
が

描
か
れ
る
と
同
時
に
、
戦
争

や
人
種
差
別
な
ど
に
つ
い
て

深
く
考
え
さ
せ
ら
れ
る
内
容

と
な
っ
て
い
ま
す
。
後
に
捕

え
ら
れ
、
収
容
所
で
病
死
し

て
し
ま
う
悲
運
の
少
女
が
遺

し
た
作
品
…
…
け
れ
ど
も
、

こ
の
日
記
は
、
ど
こ
か
明
る

い
印
象
に
満
ち
て
い
ま
す
。

他
愛
な
い
日
常
の
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
他
、
彼
女
の
鋭
い
洞
察

力
や
批
判
精
神
も
う
か
が

え
、
そ
の
利
発
さ
が
伝
わ
り

ま
す
。
何
よ
り
、
絶
望
や
恐
怖
に
押
し
つ

ぶ
さ
れ
そ
う
に
な
っ
て
も
、
決
し
て
希

望
を
捨
て
ず
に
生
き
抜
い
た
姿
が
多
く

の
人
の
心
を
魅
了
す
る
の
で
す
。 

 

人
の
体
や
心
が
健
や
か
で
あ
る
た
め

に
は
、
時
に
「
笑
顔
で
い
る
こ
と
」
が
大

き
な
効
果
を
持
つ
…
…
こ
れ
は
、
現
代

医
学
の
世
界
で
も
数
多
く
の
研
究
が
な

さ
れ
、「
免
疫
力
が
ア
ッ
プ
す
る
」「
脳
が

活
性
化
す
る
」
な
ど
の
報
告
も
さ
れ
て

い
ま
す
。
ア
ン
ネ
は
、
心
か
ら
笑
う
こ
と

が
心
身
を
元
気
に
し
、
希
望
を
導
き
、
人

生
を
幸
せ
な
も
の
に
す
る
一
つ
の
方
法

だ
と
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。 

 
薬
を
１０

錠
飲
む
よ
り
も
、  

心
か
ら
笑
っ
た
方
が
ず
っ
と
効
果
が
あ
る
は
ず 

                 

―
―  

「
ア
ン
ネ
の
日
記
」
よ
り 

 
 

 



 

秋
の
夜
長
に
聞
こ
え
て
く
る
虫
の
声

は
と
て
も
風
流
で
、
ど
こ
か
心
地
よ
い
感

覚
を
運
ん
で
く
れ
ま
す
。 

 

し
か
し
、
虫
の
声
を
そ
う
と
ら
え
る
の

は
日
本
人
だ
け
で
、
他
の
国
の
人
々
は

「
雑
音
」
と
し
て
聞
い
て
い
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
は
、
脳
や

言
語
が
関
係
し
て
い
る
…
…
と
い
う
こ

と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。
東
京
医
科
歯

科
大
学
の
角
田
忠
信
教
授
が
次
の
よ
う

な
研
究
結
果
を
発
表
し
て
い
ま
す
。 

 

人
間
の
脳
は
右
脳
と
左
脳
と
に
分
か

れ
て
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
得
意
分
野
が
あ

り
ま
す
。
右
脳
は
音
楽
脳
と
も
呼
ば
れ
、

音
楽
や
機
械
音
、
雑
音
を
処
理
し
ま
す
。

左
脳
は
言
語
脳
と
呼
ば
れ
、
人
間
の
話
す

声
の
理
解
な
ど
、
論
理
的
・
知
的
な
処
理

を
受
け
持
ち
ま
す
。
こ
こ
ま
で
は
日
本
人

も
西
洋
な
ど
の
外
国
人
も
一
緒
で
す
。 

  

し
か
し
、
虫
の
声
と
言
わ
れ
る
羽
の
音

な
ど
は
、
西
洋
人
は
右
脳
で
処
理
し
、
日

本
人
は
左
脳
で
受
け
と
め
る
、
と
い
う
こ

と
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。 

 

つ
ま
り
、
日
本
人
は
、
虫
の
発
す
る
音

を
「
言
語
」
と
し
て
認
識
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

そ
し
て
こ
れ
は
、
虫
に
限
っ
た
こ
と
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
人
の
（
言
葉
で
は
な
く
）

笑
い
声
・
泣
き
声
・
叫
び
声
、
動
物
の
鳴

き
声
、
川
の
せ
せ
ら
ぎ
や
波
、
風
、
雨
な

ど
の
音
も
、
日
本
人
は
す
べ
て
言
語
と
同

様
に
左
脳
で
聴
い
て
い
る
と
い
う
の
で

す
。
反
対
に
、
西
洋
人
は
虫
の
音
同
様
、

こ
れ
ら
を
右
脳
で
処
理
し
て
い
ま
す
。 

 

日
本
人
は
、
虫
の
発
す
る
音
を
、
古
く

か
ら
使
わ
れ
て
き
た
言
い
回
し
の
「
虫
の

声
」
と
い
う
意
味
の
ま
ま
に
受
け
止
め
て

い
る
の
で
す
。 

 

こ
の
脳
の
違
い
は
そ
れ
ぞ
れ
に
生
ま

れ
つ
き
備
わ
っ
て
い
る
も
の
で
は
な
く
、

言
語
の
違
い
に
よ
る
も
の
…
…
つ
ま
り
、

日
本
人
が
左
脳
で
受
け
止
め
る
の
は
、
日

本
語
が
母
国
語
で
あ
る
こ
と
が
原
因
と

い
う
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
ま
し
た
。 

 

日
本
語
は
、
擬
声
語
、
擬
音
語
が
も
っ

と
も
発
達
し
て
い
る
言
語
。
わ
か
り
や
す

く
言
う
と
、
日
本
人
に
は
幼
い
頃
か
ら

「
犬
は
〝
ワ
ン
ワ
ン
〟
」「
小
川
は
〝
サ
ラ

サ
ラ
〟
」
「
雨
は
〝
シ
ト
シ
ト
〟
」
「
風
は

〝
ヒ
ュ
ー
ヒ
ュ
ー
〟
」
と
言
っ
た
擬
音
を

多
く
使
う
習
慣
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
で

育
っ
た
人
に
は
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち

に
、
自
然
の
物
は
す
べ
て
声
を
持
つ
か
の

よ
う
な
感
覚
が
培
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 
で
す
か
ら
、
と
て
も
興
味
深
い
点
は
、

自
然
の
音
を
音
楽
脳
で
聞
く
か
言
語
脳

で
聞
く
か
の
違
い
は
、
人
種
や
血
筋
の
違

い
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。
西
洋
人
で
も

日
本
語
を
母
国
語
と
し
て
育
っ
た
人
は
、

日
本
人
と
同
じ
聞
き
方
に
な
る
の
で
す
。 

こ
れ
も
ま
た
、
角
田
教
授
が
南
米
で
行
っ

た
実
験
で
証
明
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

自
然
の
音
に
限
ら
ず
、
日
本
人
に
は
風

鈴
の
「
チ
リ
ン
チ
リ
ン
」
と
い
う
音
に
涼

を
求
め
た
り
、
た
き
火
の
「
パ
チ
パ
チ
」

と
い
う
音
に
暖
か
さ
を
感
じ
た
り
…
…

と
言
っ
た
感
覚
も
あ
り
ま
す
ね
。 

 

そ
う
い
っ
た
独
特
の
感
性
が
、
日
本
が

世
界
に
誇
る
粋
や
風
流
な
ど
の
文
化
の

礎
と
な
っ
て
き
た
の
で
し
ょ
う
。 

 

日
本
語
が
織
り
な
す
美
し
い
世
界
を

今
一
度
見
直
し
、
あ
ら
た
め
て
自
然
の
声

に
耳
を
傾
け
て
み
た
い
で
す
ね
。 

 

 



 次の漢字の読み仮名を三択で答えてください。 

  Q1「漸く」 ①しばらく ②ようやく ③いさぎよく    

  Q2「鳩尾」 ①みぞおち   ②さえずり ③てっぽう 

  Q3「儚い」 ①うつろい ②あわい   ③はかない    

  Q4「琴線」 ①きんせん ②こんせん  ③かんせん 

 
「
ら
抜
き
言
葉
」
と
い
う
話
し

方
を
ご
存
知
で
す
か
？ 

 

例
え
ば
、「
食
べ
る
こ
と
が
で

き
る
」
を
短
く
言
う
時
、「
食
べ
れ

る
」
と
言
っ
て
し
ま
う
方
が
多
い

で
し
ょ
う
が
、
実
は
間
違
い
。 

「
食
べ
ら
れ
る
」
が
正
解
で
す
。 

 

こ
の
誤
用
「
食
べ
れ
る
」
が
「
ら

抜
き
言
葉
」
で
す
。
他
に
も
、×

「
出
れ
る
」
→
○
「
出
ら
れ
る
」
、

×

「
来
れ
る
」
→
「
○
来
ら
れ
る
」
、

×

「
起
き
れ
る
」
→
○
「
起
き
ら

れ
る
」
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。 

 

け
れ
ど
も
、「
ら
抜
き
」
は
今
で

は
広
く
一
般
に
用
い
ら
れ
て
い

ま
す
か
ら
、
誰
で
も
一
度
く
ら
い

は
使
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
気
に
し
過
ぎ

る
と
日
常
会
話
に
支
障
が
出
て

し
ま
う
と
言
っ
て
も
過
言
で
は

な
い
か
も
…
…
で
す
か
ら
、
近
年

は
、
学
者
や
言
葉
の
専
門
家
の
間

で
も
「
友
達
や
家
族

と
の
会
話
ぐ
ら
い
は
『
ら
抜
き
』

で
も
良
い
の
で
は
？
」
と
い
う
擁

護
派
が
増
え
て
い
ま
す
。 

 

但
し
、
冠
婚
葬
祭
や
ビ
ジ
ネ
ス

シ
ー
ン
で
連
発
す
る
と
、
話
し
手

の
品
格
が
疑
わ
れ
て
し
ま
う
、
と

い
う
場
合
も
あ
る
よ
う
で
す
。 

 

今
で
は
そ
の
見
分
け
方
・
使
い

方
を
解
説
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
サ
イ
ト
や
本
な
ど
が
多
く
あ

り
ま
す
か
ら
、
し
っ
か
り
確
認

し
、 

敬
語
と
同
じ
よ
う
に
使
い

分
け
を
心
得
て
お
い
た
方
が
無

難
で
し
ょ
う
。 

  

  A1「漸く」 ②ようやく   

長く待ち望んでいた事が実現するさま。苦労し

た結果、目標が達成できるさま。       

  A2「鳩尾」 ①みぞおち 

人間の腹の中央にある窪んだ部位。水落ち（飲

んだ水が落ちる所：みずおち）が変化した語。 

  A3「儚い」   ③はかない    

消えやすいこと。もろくて長続きしないこと。

不確かであてにならないこと。 

  A4「琴線」   ①きんせん 

心の奥深くにある物事に感動しやすい心を、琴

の糸に例えたもの。 


