
「
手
に
関
わ
る
慣
用
句
」

三
年
二
組

地
崎
滉
平

み
な
さ
ん
、
「
手
塩
に
か
け
る
」
と
い

う
慣
用
句
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。意
味
は
、

「
自
分
で
心
か
ら
世
話
を
す
る
こ
と
」
で

す
。僕

は
初
め
、
こ
の
慣
用
句
を
聞
い
た
と

き
、
梅
干
し
を
心
を
こ
め
て
作
っ
て
い
る

人
の
姿
が
思
い
浮
か
ん
で
、
漬
け
物
な
ど

を
心
を
こ
め
て
作
っ
て
い
る
姿
か
ら
こ
の

慣
用
句
が
生
ま
れ
た
の
だ
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。

で
も
、
詳
し
く
こ
の
慣
用
句
に
つ
い
て

調
べ
て
み
る
と
、
「
手
塩
」
と
は
、
昔
の

食
膳
に
添
え
ら
れ
て
い
た
少
量
の
塩
の
こ

と
で
、
そ
の
塩
は
「
手
塩
皿
」
と
呼
ば
れ

る
小
皿
に
盛
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
塩

に
は
、
不
浄
な
も
の
を
は
ら
う
と
い
う
意

味
の
他
に
、
自
分
の
好
み
に
合
わ
せ
て
塩

加
減
を
す
る
と
い
う
使
い
方
も
あ
り
ま
し

た
。そ

こ
か
ら
、
他
人
任
せ
に
し
な
い
、
自

ら
世
話
を
す
る
と
い
う

こ
と
を
「
手
塩
に
か
け

る
」
と
い
う
よ
う
に
な

っ
た
そ
う
で
す
。

今
、
こ
う
し
て
学
習
し
た
り
、
授
業
の

内
容
が
分
か
ら
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、

テ
ス
ト
で
い
い
点
が
取
れ
る
よ
う
に
塾
な

ど
へ
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
自
分
を

手
塩
に
か
け
て
育
て
て
く
れ
る
親
の
お
か

げ
で
す
。
こ
の
こ
と
を
、
夏
休
み
に
入
る

前
に
改
め
て
確
認
す
る
こ
と
が
大
切
だ
と

思
い
ま
す
。

毎
週
塾
に
行
け
た
り
、
毎
日
通
信
教
材

で
学
習
し
た
り
で
き
る
の
は
、
親
が
月
に

何
万
も
払
っ
て
く
れ
て
い
る
お
か
げ
と
い

う
こ
と
を
頭
に
入
れ
て
、
塾
な
ど
に
行
か

せ
て
も
ら
っ
て
い
る
と
考
え
て
勉
強
す
る

の
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
、
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
最
近

家
の
庭
で
父
が
ト
マ
ト
を
栽
培
し
て
い

て
、
一
つ
色
づ
い
て
き
た
の
で
や
っ
と
食

べ
ら
れ
る
と
思
い
、
父
は
楽
し
み
に
し
て

い
ま
し
た
が
、
そ
の
手
塩
に
か
け
て
作
っ

た
ト
マ
ト
が
カ
ラ
ス
に
食
べ
ら
れ
て
し
ま

い
、
今
は
実
っ
て
い
る
ト
マ
ト
が
一
つ
も

な
く
、父
は
と
て
も
悲
し
ん
で
い
ま
し
た
。

こ
れ
で
ス
ピ
ー
チ
を
終
わ
り
ま
す
。
ご

清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


