
二
〇
二
三
年
度 

 
 

併
願
優
遇
入
試Ⅱ

・
一
般
入
試Ⅱ

 

入
学
試
験
問
題 

 

 

国 
語 

（
五
十
分
） 

（全
十
四
ペ
ー
ジ
） 

   

〈注
意
〉  

 

一
．
試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
冊
子
・解
答
用
紙
を
開
け
て
は
い
け
ま
せ
ん
。  

二
．
試
験
開
始
の
指
示
と
同
時
に
、
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
と
氏
名
を
書
き
な
さ
い
。 

三
．
試
験
開
始
後
、
問
題
冊
子
が
そ
ろ
っ
て
い
な
か
っ
た
り
、
印
刷
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
ら
、 

手
を
あ
げ
て
試
験
監
督
に
知
ら
せ
な
さ
い
。 

四
．
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
の
指
定
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
書
き
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

五
．
記
述
問
題
で
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
は
、
句
読
点
・記
号
も
一
字
と
し
て
数
え
な
さ
い
。  

 
 

 
 

 
 

六
．
問
題
文
は
上
下
二
段
に
な
っ
て
い
ま
す
。 
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一 

次
の
各
文
の
太
線
の
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。 

 
 

⑴ 

問
題
を
穏
便
に
解
決
す
る
。 

 
 

⑵ 
万
全
の
措
置
を
と
る
。 

 
 

⑶ 

学
問
に
携
わ
る
。 

 
 

⑷ 

密
か
に
準
備
す
る
。 

 
 

⑸ 

心
の
赴
く
ま
ま
に
行
動
す
る
。 

 

二 

次
の
各
文
の
太
線
の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で
書
け
。 

 
 

⑴ 

ウ
イ
ル
ス
が
カ
ク
サ
ン
す
る
。 

 
 

⑵ 

小
麦
の
値
段
が
コ
ウ
ト
ウ
し
て
い
る
。 

 
 

⑶ 

犯
人
を
タ
イ
ホ
す
る
。 

 
 

⑷ 

カ
ク
ゴ
を
決
め
て
挑
む
。 

 
 

⑸ 

納
豆
は
ハ
ッ
コ
ウ
食
品
だ
。 

        

三 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。 

 

後
藤

ご

と

う

寿
々

す

ず

は
高
校
卒
業
後
、
消
防
学
校
で
初
任
教
育
を
受
け
、
地
域
の
消
防
署
に
初

の
女
性
消
防
士
と
し
て
配
属
さ
れ
た
ば
か
り
で
、
ま
だ
火
災
現
場
に
は
行
っ
て
い
な
い
。

勤
務
や
訓
練
な
ど
の
忙
し
い
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
寿
々
は
、
こ
の
日
仮
眠
室
で
過
ご

し
て
い
た
。 

 
 

そ
の
瞬
間
、
仮
眠
室
の
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
警
報
が
鳴
り
響
い
た
。
続
い
て
寿
々
の

所
属
す
る
隊
へ
の
出
場
指
令
が
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
る
。
出
場
指
令
が
出
た
の
は
寿
々

の
隊
だ
け
で
は
な
い
。
近
隣
の
消
防
署
、
出
張
所
に
も
出
さ
れ
て
い
る
。
火
災
発
生

だ
。  

 

寿
々
は
飛
び
起
き
た
。
階
段
を
降
り
駐
車
場
の
奥
に
か
け
ら
れ
て
い
る
防
火
衣
を

急
い
で
着
る
。
隊
長
や
先
輩
が
素
早
く
防
火
靴
を
は
き
、
ズ
ボ
ン
、
防
火
上
着
と
着

て
い
く
の
を
横
で
感
じ
な
が
ら
寿
々
も
急
い
だ
。
訓
練
で
は
着
る
こ
と
が
で
き
て
い

る
の
に
緊
張
し
て
い
る
の
か
防
火
衣
の
上
着
の
合
わ
せ
の
マ
ジ
ッ
ク
テ
ー
プ
が
ず

れ
て
つ
く
。
慌
て
て
直
し
ポ
ン
プ
車
の
後
部
座
席
に
乗
り
込
む
と
、「
後
藤
、
遅
い

ぞ
」
と
、
助
手
席
の
中
隊
長
か
ら
声
が
飛
ん
だ
。 

 
サ
イ
レ
ン
を
鳴
ら
し
な
が
ら
車
は
走
り
出
す
。
今
ま
で
に
何
度
も
現
場
に
出
た
が
、

そ
の
と
き
と
は
明
ら
か
に
雰
囲
気
が
違
う
。
車
内
の
空
気
が
張
り
つ
め
て
い
る
。
先

輩
が
消
火
栓
を
地
図
で
確
認
し
て
い
る
。 

 

五
分
で
現
場
に
到
着
す
る
と
寿
々
の
隊
が
一
番
乗
り
だ
っ
た
。
寿
々
は
降
車
し
た
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も
の
の
何
を
し
て
い
い
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
少
し
先
に
ア
パ
ー
ト
が
あ
り
、
二

階
の
左
端
の
窓
か
ら
白
い
煙
が
出
て
い
る
。 

「
こ
ら
、
後
藤
！
」 

 

先
輩
に
呼
ば
れ
て
我
に
返
る
。
三
連
梯
子

は

し

ご

を
下
ろ
し
、
先
輩
と
二
人
一
組
で
梯
子

を
担か

つ

ぐ
。
空あ

い
た
右
手
で
投
光
機
の
エ
ン
ジ
ン
を
持
つ
。 

 

先
輩
の
あ
と
を
つ
い
て
走
り
出
す
。
で
も
な
ぜ
か
思
う
よ
う
に
走
れ
な
い
。
足
が

動
か
な
い
の
だ
。
二
十
キ
ロ
の
防
火
衣
を
着
て
走
り
回
る
訓
練
を
何
十
回
や
っ
た
だ

ろ
う
。
そ
の
通
り
に
す
れ
ば
い
い
だ
け
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
う
自
分
に
言
い
聞

か
せ
る
の
に
重
く
て
体
が
動
か
な
い
。 

 

ア
パ
ー
ト
の
前
後
は
駐
車
場
、
隣
に
一
戸
建
て
の
家
が
あ
る
が
、
そ
れ
も
空
き
地

が
あ
っ
て
離
れ
て
い
る
。
風
は
な
い
の
で
延
焼
の
危
険
は
な
さ
そ
う
だ
。 

 

中
隊
長
の
声
が
飛
ぶ
。 

「
後
藤
は
仁
科

に

し

な

の
後
ろ
に
つ
け
」 

「
は
い
っ
」 

 

先
輩
の
仁
科
さ
ん
に
従
っ
て
梯
子
で
ベ
ラ
ン
ダ
に
上
っ
た
。
ホ
ー
ス
を
ロ
ー
プ
で

固
定
し
よ
う
と
し
た
が
、
素
早
く
で
き
な
い
。
仁
科
さ
ん
が
す
ぐ
に
気
が
つ
き
代
わ

り
に
固
定
し
て
く
れ
る
。 

 

そ
の
間
に
空
気
呼
吸
器
の
面
体

め
ん
た
い

を
つ
け
た
別
の
先
輩
二
人
が
、
ベ
ラ
ン
ダ
か
ら
煙

の
中
に
入
っ
て
い
く
。
①
生
き
物
の
よ
う
に
自
在
に
動
く
オ
レ
ン
ジ
色
の
炎
が
ち
ら

り
と
見
え
た
。
白
い
煙
が
も
の
す
ご
く
熱
い
。
こ
の
中
に
入
っ
て
い
く
ん
だ
。
こ
れ

は
訓
練
じ
ゃ
な
い
の
だ
。
寿
々
の
手
が
震
え
た
。
訓
練
で
何
度
も
火
を
見
て
き
た
。

で
も
こ
れ
は
本
物
の
火
事
だ
。
失
敗
し
た
ら
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
。 

 

仁
科
さ
ん
の
後
ろ
で
ホ
ー
ス
を
持
つ
。
平
ら
だ
っ
た
ホ
ー
ス
の
中
に
水
が
注
ぎ
込

ま
れ
、
荒
々
し
い
力
を
持
つ
。
猛
烈
な
圧
力
が
か
か
る
。
が
、
寿
々
が
水
圧
を
受
け

る
体
勢
を
と
る
前
に
水
が
放
出
さ
れ
た
。
そ
の
せ
い
で
筒
先
が
下
に
一
瞬
向
き
、
水

が
跳
ね
返
っ
た
。 

「
後
藤
！
」 

 

仁
科
さ
ん
が
怒
鳴
っ
た
。 

  

十
分
で
鎮
火
し
た
。
一
室
の
一
部
が
焼
け
た
だ
け
で
済
ん
だ
。
住
人
で
あ
る
年
輩

の
男
性
は
自
分
で
逃
げ
て
無
事
。
原
因
は
コ
ン
ロ
か
ら
の
燃
え
移
り
ら
し
い
。
火
が

見
え
な
く
な
っ
て
も
、
火
の
出
る
可
能
性
が
完
全
に
な
く
な
る
ま
で
水
を
か
け
続
け

る
。
現
場
調
査
の
間
、
寿
々
は
黙
々
と
資
機
材
を
片
付
け
、
ホ
ー
ス
を
ひ
と
つ
ひ
と

つ
巻
き
取
る
。
署
に
戻
る
と
、
明
け
方
の
四
時
を
過
ぎ
て
い
た
。 

 

シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
て
か
ら
す
ぐ
に
朝
食
を
作
り
出
す
。
死
傷
者
が
出
な
く
て
良
か

っ
た
が
、
②
今
見
た
オ
レ
ン
ジ
色
の
炎
が
、
ま
ぶ
た
の
裏
で
ち
ろ
ち
ろ
燃
え
て
い
る

よ
う
だ
。
食
堂
室
の
テ
ー
ブ
ル
に
つ
い
た
先
輩
も
黙
り
が
ち
だ
。 

 

食
器
を
片
付
け
て
事
務
室
に
戻
っ
た
寿
々
を
、
中
隊
長
が
呼
ん
だ
。 

「
後
藤
、
ち
ょ
っ
と
」 

 

い
つ
も
の
顔
と
違
う
厳
し
い
表
情
だ
。 

「
最
初
だ
っ
た
か
ら
相
当
割
り
引
い
て
も
、
補
助
も
で
き
な
い
と
は
お
ま
え
、
ひ
ど

い
な
。
失
敗
は
許
さ
れ
な
い
ん
だ
ぞ
。
一
人
で
も
ミ
ス
す
れ
ば
他
の
隊
員
の
命
も
危
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険
に
さ
ら
す
こ
と
に
な
る
ん
だ
。
わ
か
っ
て
る
の
か
」 

 
他
の
先
輩
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
仕
事
を
し
て
寿
々
の
方
を
見
て
い
な
い
。
で
も
中
隊

長
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
当
然
だ
と
い
う
雰
囲
気
が
漂
っ
て
い
る
。 

 

返
す
言
葉
も
な
く
、
寿
々
は
う
な
だ
れ
た
。
中
隊
長
は
厳
し
い
表
情
の
ま
ま
、
寿
々

を
見
つ
め
て
い
る
。 

「
こ
こ
に
来
て
半
月
た
つ
が
、
お
ま
え
、
よ
く
ぼ
ん
や
り
し
て
い
る
だ
ろ
。
何
か
文

句
が
あ
る
な
ら
言
え
ば
い
い
。
言
い
た
く
な
い
な
ら
言
わ
な
く
て
い
い
。
と
に
か
く

も
っ
と
本
気
を
出
せ
」 

③
う
な
だ
れ
た
ま
ま
寿
々
は
少
し
驚
い
て
い
た
。
そ
ん
な
風
に
見
ら
れ
て
い
た
な

ん
て
思
わ
な
か
っ
た
。
配
属
さ
れ
て
か
ら
自
分
な
り
に
頑
張
っ
て
き
た
。
及
第
点
は

当
然
も
ら
え
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
。 

「
女
だ
か
ら
す
ぐ
予
防
に
異
動
す
る
だ
ろ
う
と
か
、
資
格
と
っ
て
救
急
に
回
る
と
か

色
々
考
え
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
に
い
る
間
は
、
精
一
杯
の
責
任
を
果

た
せ
。
後
藤
が
消
防
士
だ
か
ら
っ
て
い
っ
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
ぞ
。
お
ま
え
は
社
会
に

出
た
ん
だ
。
学
生
じ
ゃ
な
い
ん
だ
。
自
分
の
責
任
を
果
た
し
て
金
を
も
ら
う
立
場
に

な
っ
た
ん
だ
。
自
分
の
仕
事
に
全
力
を
尽
く
す
の
は
当
た
り
前
の
こ
と
じ
ゃ
な
い
か
」 

「
す
み
ま
せ
ん
」 

 

寿
々
は
頭
を
下
げ
る
し
か
な
か
っ
た
。 

（
中
略
） 

 

二
度
目
の
火
災
現
場
出
場
は
一
週
間
後
だ
っ
た
。 

 

今
度
は
仮
眠
中
で
は
な
く
昼
の
弁
当
を
食
べ
て
い
る
と
き
で
、
全
員
が
一
斉
に
事

務
室
を
飛
び
出
し
た
。
階
段
を
降
り
、
防
火
衣
を
着
て
ポ
ン
プ
車
に
乗
り
込
む
。
現

場
は
分
譲
住
宅
地
の
一
角
で
二
階
建
て
の
家
。
火
災
報
知
器
が
鳴
っ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
い
た
近
所
の
住
民
が
通
報
し
て
き
た
。 

（
中
略
） 

 

消
火
が
始
ま
る
。
寿
々
に
は
ホ
ー
ス
の
補
助
に
つ
く
指
示
は
な
く
、
延
焼
の
見
張

り
を
命
じ
ら
れ
た
。
風
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
庭
も
あ
り
、
隣
家
と
も
離
れ
て
い
る
。

そ
れ
な
の
に
延
焼
の
見
張
り
と
い
う
の
は
一
線
か
ら
外
さ
れ
た
の
だ
と
わ
か
る
。
前

回
の
雪
辱
戦
に
は
ま
だ
早
い
と
自
分
で
も
思
っ
て
い
た
が
、
外
さ
れ
た
と
思
う
と
悔

し
か
っ
た
。 

 

放
水
が
始
ま
る
と
す
ぐ
に
煙
は
消
え
た
。 

「
後
藤
、
念
の
た
め
シ
ー
ト
を
か
け
て
お
け
」 

 

中
隊
長
の
指
示
を
受
け
、
寿
々
は
玄
関
か
ら
一
階
に
入
っ
た
。
放
水
さ
れ
た
二
階

の
部
屋
の
真
下
は
和
室
で
、
タ
ン
ス
や
棚
が
置
い
て
あ
る
。
天
井
か
ら
水
漏
れ
が
し

て
い
る
。
寿
々
は
家
具
が
濡
れ
な
い
よ
う
に
ブ
ル
ー
シ
ー
ト
を
か
ぶ
せ
た
。 

 

そ
の
部
屋
の
隅
に
電
子
レ
ン
ジ
ほ
ど
の
大
き
さ
の
ダ
ン
ボ
ー
ル
の
箱
が
あ
る
こ

と
に
気
が
つ
い
た
。
開
い
て
い
る
フ
タ
か
ら
中
を
の
ぞ
く
と
、
何
か
と
目
が
合
い
、

ど
き
っ
と
し
た
。
犬
だ
。
ミ
ニ
チ
ュ
ア
ダ
ッ
ク
ス
フ
ン
ト
の
仔
犬
だ
。
黒
く
潤
ん
だ

目
を
し
て
寿
々
を
見
上
げ
て
い
る
。
不
安
な
の
か
体
は
小
刻
み
に
震
え
て
い
る
。
こ

の
ま
ま
で
は
水
が
か
か
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。 

 

ダ
ン
ボ
ー
ル
箱
を
抱
え
て
玄
関
を
出
た
寿
々
に
、 

「
後
藤
、
何
を
持
っ
て
る
ん
だ
」 
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す
ぐ
先
輩
が
や
っ
て
き
た
。 

「
犬
が
い
た
ん
で
す
。
濡
れ
る
と
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
い
ま
し
た
」 

 

す
る
と
、
最
初
に
中
隊
長
と
話
を
し
て
い
た
エ
プ
ロ
ン
の
中
年
女
性
が
飛
び
出
て

き
た
。 

「
わ
ん
ち
ゃ
ん
、
大
丈
夫
で
し
た
？
」 

「
ご
存
知
な
ん
で
す
か
」 

 

先
輩
が
尋た

ず

ね
る
と
、
女
性
は
「
よ
か
っ
た
」
と
い
い
な
が
ら
ほ
っ
と
し
た
よ
う
に

胸
の
前
で
両
手
を
合
わ
せ
る
。 

「
こ
の
お
宅
で
最
近
飼
わ
れ
始
め
た
犬
な
ん
で
す
よ
。
お
と
と
い
見
せ
て
も
ら
っ
た

ば
か
り
だ
っ
た
か
ら
心
配
だ
っ
た
の
。
ご
家
族
の
方
は
こ
の
時
間
、
お
留
守
で
し
ょ

う
け
ど
、
わ
ん
ち
ゃ
ん
は
中
に
い
る
は
ず
だ
か
ら
大
丈
夫
か
な
と
思
っ
て
」 

「
ご
近
所
の
方
で
す
か
」 

 

先
輩
が
訊
く
と
、 

「
え
え
、
す
ぐ
そ
こ
の
者
で
す
」 

 

エ
プ
ロ
ン
を
し
た
女
性
は
斜
め
前
の
家
を
指
差
し
て
名
乗
る
。 

「
も
う
す
ぐ
ご
家
族
の
方
が
戻
っ
て
こ
ら
れ
ま
す
か
ら
、
そ
れ
ま
で
預
か
っ
て
も
ら

え
ま
す
か
」 

「
も
ち
ろ
ん
構
い
ま
せ
ん
よ
」 

 

女
性
は
快
く
頷
く
と
ダ
ン
ボ
ー
ル
を
受
け
取
っ
た
。 

（
中
略
） 

そ
れ
か
ら
二
日
た
っ
た
日
勤
日
の
午
後
。
事
務
室
で
書
類
作
成
し
て
い
る
と
、
客

が
や
っ
て
き
た
。
前
回
の
出
場
で
、
火
事
を
起
こ
し
た
一
戸
建
て
の
主
婦
と
小
さ
な

男
の
子
だ
っ
た
。 

「
こ
の
た
び
は
大
変
ご
迷
惑
を
お
か
け
し
て
、
申
し
訳
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
」 

 

主
婦
が
廊
下
で
深
々
と
頭
を
下
げ
て
い
る
。
応
対
に
出
た
中
隊
長
は
、
「
ま
あ
一

室
だ
け
で
済
ん
で
よ
か
っ
た
で
す
ね
」
と
い
っ
た
が
、
す
ぐ
に
厳
し
い
口
調
に
な
っ

た
。 

「
火
災
報
知
器
の
音
に
、
た
ま
た
ま
近
所
の
方
が
す
ぐ
に
気
が
つ
い
て
く
れ
た
か
ら
、

あ
れ
で
済
ん
だ
ん
で
す
よ
。
吸
殻
の
始
末
が
で
き
な
い
な
ら
、
タ
バ
コ
は
絶
対
や
め

る
べ
き
で
す
」 

 

火
元
は
ベ
ッ
ド
サ
イ
ド
の
テ
ー
ブ
ル
に
あ
っ
た
タ
バ
コ
の
灰
皿
だ
っ
た
。
吸
殻
が

山
に
な
り
、
完
全
に
火
種
が
消
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
他
の
吸
殻
に
燃
え

移
っ
た
。
テ
ー
ブ
ル
と
壁
を
少
し
焼
い
た
だ
け
で
済
ん
だ
の
は
、
通
報
が
早
か
っ
た

お
か
げ
だ
。 

「
す
み
ま
せ
ん
。
主
人
も
反
省
し
て
い
ま
す
」 

 

主
婦
は
消
え
入
り
そ
う
な
声
で
い
う
と
、
も
う
一
度
頭
を
深
く
下
げ
た
。 

「
そ
れ
か
ら
あ
と
、
犬
の
こ
と
な
ん
で
す
。
す
ぐ
に
外
に
出
し
て
下
さ
っ
て
、
本
当

に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
実
は
子
ど
も
に
せ
が
ま
れ
て
飼
い
始
め
た
ば
か
り

の
犬
で
、
火
事
の
知
ら
せ
を
聞
い
た
と
き
、
犬
は
ど
う
な
っ
た
、
ど
う
な
っ
た
っ
て
、

も
う
パ
ニ
ッ
ク
み
た
い
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ん
で
す
け
ど
、
す
ぐ
に
お
向
か
い
の
家

に
預
け
て
く
だ
さ
っ
た
そ
う
で
本
当
に
助
か
り
ま
し
た
。
そ
れ
で
ど
う
し
て
も
お
礼

を
言
い
に
い
き
た
い
と
息
子
が
い
い
ま
し
て
、
こ
ち
ら
に
う
か
が
っ
た
ん
で
す
」 
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「
お
い
、
後
藤
」 

 
机
で
パ
ソ
コ
ン
入
力
を
し
て
い
た
寿
々
が
呼
ば
れ
た
。 

「
犬
を
外
に
出
し
た
の
は
、
こ
ち
ら
の
消
防
士
で
す
」 

 

主
婦
は
寿
々
を
見
る
と
、
驚
い
た
表
情
を
浮
か
べ
た
。 

「
女
性
の
方
だ
っ
た
ん
で
す
ね
」 

 

寿
々
は
「
ど
う
も
」
と
頭
を
下
げ
た
。
す
る
と
主
婦
の
隣
に
立
っ
て
い
た
幼
稚
園

く
ら
い
の
子
ど
も
が
寿
々
を
見
上
げ
て
大
き
な
声
で
言
っ
た
。 

「
ジ
ョ
ン
を
助
け
て
く
れ
て
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」 

 

④
男
の
子
は
ぎ
こ
ち
な
い
け
れ
ど
、
て
い
ね
い
な
お
辞
儀
を
し
て
い
る
。 

「
そ
ん
な
、
た
い
し
た
こ
と
は
し
て
ま
せ
ん
か
ら
」 

 

寿
々
は
と
ま
ど
っ
た
。
お
礼
を
い
わ
れ
る
ほ
ど
の
こ
と
は
し
て
い
な
い
。 

 

そ
れ
で
も
感
激
し
て
思
わ
ず
目
が
熱
く
な
る
。
⑤
慌
て
て
奥
歯
を
噛
み
し
め
た
。 

 

二
人
が
帰
る
と
、
中
隊
長
が
優
し
い
顔
に
戻
っ
て
寿
々
に
笑
い
か
け
た
。 

「
も
っ
と
頑
張
れ
よ
」 

（
魚
住
直
子
「
卒
業
」
よ
り
。
な
お
、
本
文
に
は
省
略
等
が
あ
る
。） 

      

問
一 

傍
線
①
「
生
き
物
の
よ
う
に
～
取
り
返
し
が
つ
か
な
い
」
と
あ
る
が
、
こ
の

表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ

か
。 

ア 

寿
々
の
目
の
前
で
つ
ぎ
つ
ぎ
と
燃
え
広
が
っ
て
い
く
火
災
現
場
の
ひ
っ
迫

し
た
様
子
を
、
寿
々
の
目
線
を
通
し
て
実
況
す
る
こ
と
で
、
写
実
的
に
表
現
し

て
い
る
。 

イ 

火
災
現
場
で
思
う
よ
う
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
ず
に
焦
り
を
感
じ
て
い

る
寿
々
の
思
考
を
、
複
数
の
短
文
で
表
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
臨
場
感
豊
か
に
表

現
し
て
い
る
。 

ウ 

失
敗
続
き
の
火
災
現
場
で
何
と
か
し
て
挽
回
し
よ
う
と
奮
闘
す
る
寿
々
の

様
子
を
、
主
観
と
客
観
の
視
点
を
交
差
さ
せ
な
が
ら
描
く
こ
と
で
、
生
き
生
き

と
表
現
し
て
い
る
。 

エ 

消
火
活
動
に
あ
た
る
先
輩
の
消
防
士
た
ち
の
活
き
活
き
と
し
た
様
子
を
、

寿
々
が
訓
練
を
回
想
す
る
様
子
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
印
象
的
に
表
現
し

て
い
る
。 

 問
二 

傍
線
②
「
今
見
た
オ
レ
ン
ジ
色
の
炎
が
、
ま
ぶ
た
の
裏
で
ち
ろ
ち
ろ
燃
え
て

い
る
よ
う
だ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
「
寿
々
」
の
気
持
ち

に
最
も
近
い
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

ア 

消
火
活
動
は
無
事
に
終
了
し
た
が
、
訓
練
通
り
に
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
ず

に
先
輩
た
ち
の
足
を
引
っ
張
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後
悔
し
て
い
る
。 
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イ 

死
傷
者
は
出
な
か
っ
た
が
、
中
途
半
端
な
ま
ま
で
消
火
活
動
を
終
了
す
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
憤
っ
て
い
る
。 

ウ 
今
回
は
自
分
の
役
割
を
全
う
で
き
な
か
っ
た
が
、
次
に
出
場
す
る
際
は
き
っ

と
挽
回
し
よ
う
と
意
気
込
ん
で
い
る
。 

エ 

消
火
活
動
に
時
間
は
か
か
ら
な
か
っ
た
が
、
中
隊
長
や
先
輩
た
ち
と
連
携
し

な
が
ら
行
動
で
き
な
か
っ
た
こ
と
を
恥
じ
て
い
る
。 

 問
三 

傍
線
③
「
う
な
だ
れ
た
ま
ま
寿
々
は
少
し
驚
い
て
い
た
」
と
あ
る
が
、「
寿
々
」

が
「
少
し
驚
い
」
た
わ
け
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

ア 

消
火
活
動
に
お
け
る
寿
々
の
行
動
に
対
し
て
中
隊
長
か
ら
注
意
を
さ
れ
る

と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
か
ら
。 

イ 

消
防
署
に
配
属
さ
れ
て
か
ら
の
努
力
を
先
輩
た
ち
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る

と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
か
ら
。 

ウ 

仕
事
に
全
力
を
尽
く
す
こ
と
で
一
人
前
の
消
防
士
と
し
て
認
め
ら
れ
る
と

思
っ
て
い
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
か
ら
。 

エ 

中
隊
長
以
外
の
他
の
先
輩
た
ち
は
寿
々
の
行
動
を
フ
ォ
ロ
ー
し
て
く
れ
る

と
思
っ
て
い
た
が
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
か
ら
。 

 問
四 

傍
線
④
「
男
の
子
は
ぎ
こ
ち
な
い
け
れ
ど
、
て
い
ね
い
な
お
辞
儀
を
し
て
い

る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
「
男
の
子
」
の
様
子
と
し
て
最

も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

ア 

母
親
が
叱
ら
れ
る
姿
を
見
て
恐
怖
を
感
じ
て
い
る
が
、
何
と
か
し
て
許
し
て

も
ら
お
う
と
一
生
懸
命
謝
罪
し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

イ 

た
く
さ
ん
の
大
人
に
囲
ま
れ
て
い
る
た
め
緊
張
し
て
い
る
が
、
自
分
も
大
人

の
一
員
に
な
ろ
う
と
大
人
の
真
似
を
し
て
い
る
。 

ウ 

不
愛
想
な
挨
拶
を
す
る
寿
々
を
見
て
困
惑
し
て
い
る
が
、
最
低
限
の
お
礼
を

伝
え
る
た
め
に
大
げ
さ
な
態
度
で
表
現
し
て
い
る
。 

エ 

ま
だ
子
ど
も
で
あ
る
た
め
表
現
は
た
ど
た
ど
し
い
が
、
犬
を
助
け
て
く
れ
た

寿
々
に
精
い
っ
ぱ
い
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 問
五 

傍
線
⑤
「
慌
て
て
奥
歯
を
噛
み
し
め
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
寿
々
」

の
気
持
ち
に
最
も
近
い
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

ア 

火
事
を
起
こ
し
た
家
の
主
婦
と
男
の
子
が
尋
ね
て
き
た
先
が
、
中
隊
長
や
先

輩
た
ち
で
は
な
く
自
分
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
、
誇
ら
し
い
気
持
ち
。 

イ 

火
災
現
場
で
犬
を
助
け
る
と
い
う
行
動
が
、
火
事
を
起
こ
し
た
家
の
男
の
子

に
し
か
評
価
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
、
悔
し
く
思
う
気
持
ち
。 

ウ 

中
隊
長
や
先
輩
た
ち
と
力
を
合
わ
せ
て
行
っ
た
消
火
活
動
が
、
う
ま
く
い
っ

た
の
だ
と
よ
う
や
く
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
、
安
堵
す
る
気
持
ち
。 

エ 

火
災
現
場
で
自
分
が
と
っ
さ
に
取
っ
た
行
動
が
、
男
の
子
の
大
切
な
も
の
を

救
う
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
こ
と
を
実
感
し
、
嬉
し
く
思
う
気
持
ち
。 
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四 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。 

 
57 
①
め
ぐ
り
逢あ

ひ
て 

見
し
や
そ
れ
と
も 

わ
か
ぬ
間
に 

雲
隠
れ
に
し

夜
半

よ

は

の
月
か
な 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

紫
式
部 

（
中
略
） 

こ
れ
は
『
源
氏
物
語
』
の
作
者
と
し
て
知
ら
れ
る
紫
式
部
が
詠
ん
だ
歌
で
す
。
直

訳
す
る
と
「
夜
空
に
現
れ
た
月
が
『
あ
ぁ
、
月
が
出
て
い
る
』
と
い
う
こ
と
す
ら
も

気
付
か
な
い
く
ら
い
、
す
ぐ
に
雲
の
影
に
隠
れ
て
し
ま
っ
た
よ
」
と
い
う
意
味
に
な

り
ま
す
が
、
こ
の
歌
を
解
釈
す
る
ヒ
ン
ト
に
な
る
の
は 

詞
書

こ
と
ば
が
き

（
歌
が
詠
ま
れ
た
場

所
や
日
時
、
状
況
な
ど
が
書
か
れ
た
前
書
き
）
で
す
。
「
ず
っ
と
以
前
か
ら
幼
友
だ

ち
だ
っ
た
人
と
久
し
ぶ
り
に
あ
っ
た
」
と
い
う
内
容
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
月
を
友
人

に
な
ぞ
ら
え
た
歌
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
意
訳
す
る
と
「
久
し
ぶ
り
の
あ
な

た
と
会
え
て
と
て
も
嬉う

れ

し
か
っ
た
の
に
、
時
間
が
幻
の
よ
う
に
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
。

も
っ
と
一
緒
に
い
た
か
っ
た
な
あ
」
と
い
う
意
味
に
な
り
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
み
な

さ
ん
も
同
じ
よ
う
な
気
持
ち
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
第
一
段
） 

仲
の
い
い
女
友
だ
ち
同
士
で
女
子
会
を
開
い
た
と
き
な
ど
、
お
し
ゃ
べ
り
に
夢
中

に
な
っ
て
あ
っ
と
い
う
間
に
時
間
が
過
ぎ
る
。
で
も
み
ん
な
が
帰
っ
て
し
ま
う
と
、

「
さ
っ
き
の
楽
し
か
っ
た
時
間
は
、
は
た
し
て
現
実
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
と
急
に

寂
し
く
な
っ
た
り
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
歌
に
詠
ま
れ
て
い
る
気
持

ち
は
そ
れ
に
と
て
も
近
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。（
第
二
段
） 

（
中
略
） 

29 

心
あ
て
に 

折
ら
ば
や
折
ら
む 

初
霜
の 

置
き
ま
ど
は
せ
る 

白
菊

の
花 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡
河
内
躬
恒

お
お
し
こ
う
ち
の
み
つ
ね 

（
中
略
） 

こ
れ
は
初
霜
が
降
り
て
一
面
真
っ
白
に
な
っ
た
晩
秋
の
庭
に
、
白
菊
が
咲
い
て
い

る
情
景
を
描
い
た
歌
で
す
。「
霜
の
白
さ
と
菊
の
白
の
見
分
け
が
つ
か
な
い
か
ら
、

あ
て
ず
っ
ぽ
う
に
手
を
伸
ば
し
て
折
っ
て
み
よ
う
か
」
と
作
者
は
言
っ
て
い
る
の
で

す
が
、「
い
く
ら
霜
が
降
り
た
か
ら
と
い
っ
て
、
霜
と
白
菊
の
見
分
け
が
つ
か
な
く

な
る
な
ん
て
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
は
？
」
と
感
じ
た
人
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。（
第
三
段
） 

 

明
治
期
の
歌
人
、
正
岡

ま
さ
お
か

子
規

し

き

も
同
じ
疑
問
を
感
じ
た
ら
し
く
、
自
著
『
歌
よ
み
に

与
ふ
る
書
』
の
な
か
で
「
こ
ん
な
見
え
透
い
た
嘘う

そ

は
、
虚
構
と
し
て
も
成
立
し
て
い

な
い
。
た
だ
の
つ
ま
ら
な
い
嘘
だ
。
こ
れ
は
駄
歌
で
あ
る
」
と
、
手
厳
し
い
評
価
を

下
し
て
い
ま
す
。
正
岡
子
規
に
酷
評
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
後
こ
の
歌
に

対
す
る
世
間
の
評
価
は
急
に
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
そ
う
で
す
が
、
こ
の
歌
は
本
当
に

正
岡
子
規
が
い
う
よ
う
に
嘘
の
風
景
を
詠
ん
だ
駄
作
な
の
で
し
ょ
う
か
？ 

ぼ
く

に
は
作
者
は
決
し
て
嘘
の
風
景
を
読
ん
だ
わ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
そ
う
見
え
て
い

た
よ
う
に
も
思
え
る
の
で
す
。（
第
四
段
） 

秋
の
早
朝
に
戸
を
開
け
て
み
た
ら
、
美
し
い
初
霜
の
風
景
が
い
き
な
り
目
に
飛
び

込
ん
で
き
た
場
面
を
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
電
気
の
な
い
昔
の
家
は
今
よ
り
ず
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っ
と
暗
か
っ
た
こ
と
を
思
う
と
、
い
き
な
り
明
る
い
場
所
に
出
た
作
者
は
、
眩ま

ぶ

し
く

て
目
が
く
ら
ん
だ
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
目
が
慣
れ
て
く
る
と
、
や
が

て
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
ノ
の
形
が
は
っ
き
り
見
え
て
く
る
の
で
す
が
、
こ
の
歌
は
そ
の
直

前
、
真
っ
白
な
風
景
が
目
に
飛
び
込
ん
で
き
た
瞬
間
を
と
ら
え
た
も
の
と
考
え
る
こ

と
も
で
き
る
。
（
第
五
段
） 

も
ち
ろ
ん
目
が
く
ら
む
の
は
ほ
ん
の
一
瞬
で
、
白
菊
を
折
ろ
う
と
手
を
伸
ば
す
こ

ろ
に
は
目
も
慣
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
作
者
は
「
ど
う
す
れ
ば
あ

の
一
瞬
の
感
動
を
、
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
心
の
中
に
留
め
て
お
く
こ
と
が
で
き

る
だ
ろ
う
？
」
と
考
え
た
。
そ
し
て
実
際
に
見
た
風
景
を
一
度
自
分
の
心
の
中
に
取

り
込
ん
で
、
言
葉
を
使
っ
て
心
象
風
景
と
し
て
再
構
築
し
た
結
果
、「
霜
の
白
さ
と

白
菊
の
白
さ
の
見
分
け
が
つ
か
な
い
」
と
い
う
表
現
に
行
き
着
い
た
の
で
す
。（
第

六
段
） 

み
な
さ
ん
の
中
に
は
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
を
や
っ
て
い
る
人
も
い
る
と
思
い
ま
す
。

画
像
を
ア
ッ
プ
ロ
ー
ド
す
る
と
き
に
、
「
イ
ン
ス
タ
映
え
」
を
考
え
て
コ
ン
ト
ラ
ス

ト
を
強
く
し
た
り
、
色
調
を
変
え
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
は
な
ぜ
か
？ 

決
し
て
嘘
の
画
像
を
み
ん
な
に
見
せ
た
い
か
ら
、
で
は
な
い
は

ず
で
す
。
「
こ
ん
な
に
素
敵
で
美
し
い
景
色
が
あ
っ
た
よ
！
」
と
い
う
感
動
を
、
よ

り
鮮
烈
な
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
誰
か
に
伝
え
た
い
か
ら
こ
そ
画
像
を
「
盛
る
」
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
②
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
こ
の
歌
の
作
者
は
や
っ
た
の
で
す
。（
第

七
段
） 

お
も
し
ろ
い
こ
と
に
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
と
和
歌
に
は
、
ほ
か
に
も
共
通
点
が
見
つ

か
り
ま
す
。
紫
式
部
の
歌
を
紹
介
し
た
と
き
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
和
歌
に
は
、
そ
の

歌
が
読
ま
れ
た
場
所
、
日
時
、
状
況
な
ど
を
書
い
た
「
詞
書
」
が
添
え
ら
れ
て
い
る

の
で
す
が
、
こ
れ
は
「
#(

ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ)

」
と
同
じ
で
す
よ
ね
。
そ
う
い
う
意
味

で
、
和
歌
は
「
言
葉
の
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
」
と
言
っ
て
も
い
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

（
第
八
段
） 

（
中
略
） 

以
上
で
ぼ
く
の
百
人
一
首
の
解
説
は
お
し
ま
い
で
す
が
、
最
後
に
「
③
今
の
時
代

に
百
人
一
首
を
読
む
こ
と
の
意
味
」
に
つ
い
て
、
自
分
な
り
に
考
え
て
い
る
こ
と
を

お
話
し
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
今
回
番
組
に
出
演
す
る
に
あ
た
っ
て
、
改
め
て
ぼ
く
は

「
百
人
一
首
と
は
現
代
人
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
？
」
と

自
分
に
問
い
か
け
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
そ
ん
な
な
か
で
、
頭
に
浮
か
ん
だ

の
が
「
感
覚
の
ア
ー
カ
イ
ブ
」
と
い
う
言
葉
で
し
た
。
ア
ー
カ
イ
ブ
と
は
「
重
要
な

記
録
を
保
存
し
、
未
来
に
伝
え
る
こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。
（
第
九
段
） 

百
人
一
首
に
収
録
さ
れ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
の
中
に
は
、
『
万
葉
集
』
の
時
代
か
ら

鎌
倉
初
期
ま
で
の
五
百
年
以
上
の
間
に
人
々
が
何
を
見
て
、
何
を
聞
い
て
、
そ
れ
を

五
感
で
ど
う
と
ら
え
て
、
そ
し
て
ど
う
思
っ
た
の
か
が
、
す
べ
て
詰
ま
っ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
苦
し
み
の
記
憶
さ
え
も
記
録
さ
れ
て
い
ま
す
。
タ
イ
ム
マ
シ
ン
で
時
間
を

遡
さ
か
の
ぼ

ら
な
く
て
も
、
気
軽
に
そ
れ
を
追
体
験
で
き
る
の
が
感
覚
の
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し

て
の
、
百
人
一
首
の
魅
力
で
あ
る
の
は
確
か
で
し
ょ
う
。（
第
十
段
） 

で
は
、
昔
の
人
の
感
覚
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
何
を
学
ぶ
こ
と
が
で

き
る
の
で
し
ょ
う
か
？ 

こ
こ
ま
で
お
話
し
し
て
き
た
よ
う
に
、
百
人
一
首
を
読
ん
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で
い
く
と
、
空
想
の
世
界
に
遊
ぶ
こ
と
の
楽
し
さ
、
言
葉
で
何
か
を
表
現
す
る
こ
と

の
喜
び
、
こ
の
世
界
を
ラ
ク
に
生
き
る
た
め
の
心
の
あ
り
方
な
ど
な
ど
、
現
代
人
が

忘
れ
て
し
ま
っ
た
大
切
な
も
の
に
お
の
ず
と
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ

う
し
た
気
づ
き
こ
そ
が
学
び
で
あ
り
、
感
受
性
を
磨
き
自
分
を
成
長
さ
せ
る
こ
と
に

も
つ
な
が
っ
て
い
く
と
ぼ
く
は
思
っ
て
い
ま
す
。（
第
十
一
段
） 

と
は
い
っ
て
も
、
単
に
和
歌
を
素
読
み
し
て
い
る
だ
け
で
は
、
昔
の
人
の
感
覚
は

自
分
の
中
に
入
っ
て
き
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
何
度
も
何
度
も
読
み
返
し
て
イ
マ
ジ
ネ

ー
シ
ョ
ン
を
膨
ら
ま
せ
て
い
っ
て
は
じ
め
て
、
昔
の
人
の
感
覚
を
疑
似
体
験
す
る
こ

と
が
可
能
に
な
り
、
や
が
て
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
モ
ノ
の
見
方
、
考
え
方
が
自

分
の
も
の
と
し
て
身
に
つ
い
て
く
る
の
で
す
。
（
第
十
二
段
） 

感
覚
の
ア
ー
カ
イ
ブ
と
は
、
長
期
保
存
の
た
め
に
凍
ら
さ
れ
た
冷
凍
食
品
の
よ
う

な
も
の
だ
と
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
そ
の
ま
ま
で
は
堅
く
て
食
べ
ら
れ
ま
せ
ん
よ
ね
。

普
通
の
冷
凍
食
品
な
ら
ば
、
電
子
レ
ン
ジ
で
す
ぐ
に
解
凍
で
き
て
し
ま
い
ま
す
が
、

百
人
一
首
は
、
自
分
の
力
で
な
ん
と
か
解
凍
す
る
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
こ
で
必
要

に
な
る
の
が
「
も
っ
と
知
り
た
い
、
学
び
た
い
」
と
い
う
情
熱
で
す
。
歌
が
詠
ま
れ

た
歴
史
的
背
景
を
調
べ
た
り
、
歌
人
が
歩
ん
だ
人
生
を
自
分
な
り
に
想
像
し
て
み
た

り
―
―
― 

。
熱
意
を
持
っ
て
百
人
一
首
を
読
み
込
ん
で
い
け
ば
、
や
が
て
は
氷
が
溶
け

出
し
て
、
百
人
一
首
を
美
味
し
く
い
た
だ
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。（
第
十
三
段
） 

（
木
ノ
下
裕
一
「
『
百
人
一
首
』
古
典
と
友
だ
ち
に
な
る
」
よ
り
。 

な
お
、
本
文
に
は
省
略
等
が
あ
る
。） 

 

問
一 

傍
線
①
「
め
ぐ
り
逢
ひ
て
～
夜
半
の
月
か
な
」
と
あ
る
が
、
こ
の
歌
を
説
明

し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

ア 

作
者
の
気
持
ち
を
は
っ
き
り
述
べ
た
前
書
き
を
置
く
こ
と
で
、
月
が
沈
む

様
子
を
詠
ん
だ
歌
を
、
情
緒
あ
ふ
れ
る
も
の
に
し
て
い
る
。 

イ 

月
に
自
分
の
心
情
を
投
影
す
る
こ
と
で
、
楽
し
い
気
持
ち
を
詠
ん
だ
歌
を
、

友
人
と
の
別
れ
を
惜
し
む
歌
と
も
詠
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。 

ウ 

歌
を
詠
ん
だ
状
況
を
あ
ら
か
じ
め
示
す
こ
と
で
、
情
景
描
写
だ
け
の
歌
を
、

友
人
へ
の
気
持
ち
を
詠
ん
だ
歌
と
し
て
解
釈
で
き
る
よ
う
に
し
て
い
る
。 

エ 

自
然
を
人
に
み
た
て
て
表
現
す
る
こ
と
で
、
平
安
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
歌

を
、
は
っ
き
り
と
当
時
の
光
景
が
浮
か
ぶ
も
の
に
し
て
い
る
。 

 

問
二 

こ
の
文
章
の
構
成
に
お
け
る
第
四
段
の
役
割
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最

も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

ア 

歌
に
対
す
る
疑
問
を
述
べ
た
第
三
段
を
受
け
て
、
他
者
の
見
解
を
引
用
し

た
上
で
そ
れ
に
反
論
す
る
こ
と
で
、
筆
者
の
考
え
を
強
調
し
て
い
る
。 

イ 

歌
に
対
す
る
疑
問
を
述
べ
た
第
三
段
を
受
け
て
、
具
体
例
を
い
く
つ
か
あ

げ
る
こ
と
で
、
多
様
な
考
え
方
を
中
立
的
な
立
場
か
ら
説
明
し
て
い
る
。 

ウ 

歌
に
対
す
る
疑
問
を
述
べ
た
第
三
段
を
受
け
て
、
筆
者
の
考
え
を
補
強
す

る
意
見
を
抜
粋
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
主
張
を
確
か
な
も
の
に
し
て
い
る
。 

エ 

歌
に
対
す
る
疑
問
を
述
べ
た
第
三
段
を
受
け
て
、
直
前
の
内
容
を
否
定
し

て
い
る
意
見
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
話
題
の
転
換
を
図
っ
て
い
る
。 
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問
三 

傍
線
②
「
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
こ
の
歌
の
作
者
は
や
っ
た
の
で
す
」
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。 

ア 
歌
の
作
者
が
本
来
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
状
況
を
詠
ん
だ
の
は
、
現
代
人
が

虚
栄
心
を
満
た
す
た
め
に
、
実
際
よ
り
も
良
く
見
せ
る
の
と
同
じ
だ
と
い
う
こ

と
。 

イ 

歌
の
作
者
が
本
来
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
状
況
を
詠
ん
だ
の
は
、
現
代
人
が

見
る
人
に
喜
ん
で
も
ら
う
た
め
に
、
画
像
に
調
整
を
加
え
る
の
と
同
じ
だ
と
い

う
こ
と
。 

ウ 

歌
の
作
者
が
本
来
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
状
況
を
詠
ん
だ
の
は
、
現
代
人
が

多
く
の
人
に
見
て
も
ら
う
た
め
に
、
奇
抜
な
写
真
を
イ
ン
ス
タ
グ
ラ
ム
に
載
せ

る
の
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
。 

エ 

歌
の
作
者
が
本
来
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
状
況
を
詠
ん
だ
の
は
、
現
代
人
が

効
果
的
に
感
動
を
伝
え
る
た
め
に
、
画
像
を
加
工
す
る
の
と
同
じ
だ
と
い
う
こ

と
。 

 

問
四 

傍
線
③
「
今
の
時
代
に
百
人
一
首
を
読
む
こ
と
の
意
味
」
と
あ
る
が
、
こ
れ

に
対
す
る
筆
者
の
考
え
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な

も
の
を
選
べ
。 

ア 

昔
の
文
章
に
お
け
る
工
夫
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ
メ
ー
ジ
が

膨
ら
み
、
か
え
っ
て
最
先
端
の
流
行
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点

で
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

イ 

簡
単
に
は
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
歌
を
解
読
す
る
中
で
、
学
習
に
対

す
る
意
欲
的
な
姿
勢
が
身
に
つ
き
、
他
教
科
の
学
習
に
も
活
か
す
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
点
で
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

ウ 

昔
の
歌
を
読
む
こ
と
で
、
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
に
も
通
用
す
る
感
覚
に

気
づ
く
こ
と
が
で
き
、
感
性
を
豊
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
意

味
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

エ 

デ
ジ
タ
ル
化
が
進
み
紙
が
失
わ
れ
て
い
く
現
代
で
、
重
要
な
記
録
を
風
化

し
づ
ら
い
歌
と
い
う
形
で
保
存
し
、
未
来
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

点
で
意
味
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

 

問
五 

国
語
の
授
業
で
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
、「
感
覚
の
ア
ー
カ
イ
ブ
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
自
分
の
意
見
を
発
表
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
と
き
に
あ
な
た
が

話
す
言
葉
を
具
体
的
な
体
験
や
見
聞
も
含
め
て
二
百
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、

書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空
欄
、 

、 

や 

。 

や 

「 

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
字
数

に
数
え
よ
。 
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五 

次
の
Ａ
は
、
兼
好
法
師
が
書
い
た
『
徒
然
草

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

』
の
原
文
で
あ
り
、 

 
 

内
の

文
章
は
そ
の
現
代
語
訳
で
あ
る
。
Ｂ
は
、
そ
の
鑑
賞
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
文
章
を

読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。 

 

Ａ 

 

花
は
盛
り
に
、
月
は
隈く

ま

な
き
を
の
み
見
る
も
の
か
は
。
雨
に
対む

か

ひ
て
月
を
恋
ひ
、

垂
れ
こ
め
て
春
の
行
方
知
ら
ぬ
も
、
ａ
な
ほ
あ
は
れ
に
情
け
深
し
。
咲
き
ぬ
べ
き
ほ

ど
の
梢

こ
ず
ゑ

、
散
り
し
を
れ
た
る
庭
な
ど
こ
そ
、
見
ど
こ
ろ
多
け
れ
。
歌
の
詞
書

こ
と
ば
が
き

に
も
、

「
花
見
に
ま
か
れ
り
け
る
に
、
早
く
散
り
過
ぎ
に
け
れ
ば
」
と
も
、「
障さ

は

る
こ
と
あ

り
て
ま
か
ら
で
」
な
ど
も
書
け
る
は
、
「
花
を
見
て
」
と
言
へ
る
に
劣
れ
る
こ
と
か

は
。
花
の
散
り
、
月
の

傾
か
た
ぶ

く
を
慕
ふ
習
ひ
は
、
さ
る
こ
と
な
れ
ど
、
こ
と
に
か
た

く
な
な
る
人
ぞ
、
「
こ
の
枝
、
か
の
枝
散
り
に
け
り
。
今
は
見
ど
こ
ろ
な
し
」
な
ど

は
言
ふ
め
る
。 

 

よ
ろ
づ
の
こ
と
も
、
初
め
終
は
り
こ
そ
ｂ
を
か
し
け
れ
。
（
中
略
） 

 

望
月

も
ち
づ
き

の
隈
な
き
を
千
里

ち

さ

と

の
外ほ

か

ま
で
眺
め
た
る
よ
り
も
、
暁
近
く
な
り
て
待
ち
出い

で

た
る
が
、
い
と
心
深
う
、
青
み
た
る
や
う
に
て
、
深
き
山
の
杉
の
梢
に
見
え
た
る
、

木
の
間
の
影
、
う
ち
し
ぐ
れ
た
る
群
雲

む
ら
く
も

隠が
く

れ
の
ほ
ど
、
ま
た
な
く
あ
は
れ
な
り
。
椎
柴

し
ひ
し
ば

白
樫

し
ら
か
し

な
ど
の
濡
れ
た
る
や
う
な
る
葉
の
上
に
き
ら
め
き
た
る
こ
そ
、
身
に
し
み
て
、

心
あ
ら
ん
友
も
が
な
と
、
都
恋
し
う
覚
ゆ
れ
。 

 

す
べ
て
、
月
・
花
を
ば
、
さ
の
み
目
に
て
見
る
も
の
か
は
。
春
は
家
を
立
ち
去
ら

で
も
、
月
の
夜
は
閨ね

や

の
う
ち
な
が
ら
も
思
へ
る
こ
そ
、
い
と
頼
も
し
う
を
か
し
け
れ
。

よ
き
人
は
、
ひ
と
へ
に
好
け
る
さ
ま
に
も
見
え
ず
、
興
ず
る
さ
ま
も
な
ほ
ざ
り
な
り
。

片
田
舎
の
人
こ
そ
、
色
濃
く
よ
ろ
づ
は
も
て
興
ず
れ
。
花
の
も
と
に
は
、
ね
ぢ
寄
り

立
ち
寄
り
、
あ
か
ら
め
も
せ
ず
ま
も
り
て
、
酒
飲
み
連
歌
し
て
、
果
て
は
、
大
き
な

る
枝
、
心
な
く
折
り
取
り
ぬ
。
泉
に
は
手
足
さ
し
浸
し
て
、
雪
に
は
下
り
立
ち
て
跡

つ
け
な
ど
、
よ
ろ
づ
の
も
の
、
よ
そ
な
が
ら
見
る
こ
と
な
し
。 

  

桜
の
花
は
満
開
だ
け
を
、
月
は
曇
っ
た
と
こ
ろ
が
何
一
つ
も
な
く
は
っ
き
り
と
見

え
る
時
だ
け
を
見
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
、
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。
雨
が
降
っ
て

い
る
夜
に
、
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
月
の
姿
を
恋
し
い
と
思
い
、（
理
由
が
あ
っ
て
）

部
屋
に
閉
じ
こ
も
り
、
春
が
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
の
を
全
く
知
ら
な
い
で
い
る
の

も
、
や
は
り
し
み
じ
み
と
し
て
趣
が
深
い
も
の
だ
。
満
開
に
咲
き
誇
っ
て
い
る
桜
よ

り
も
、
今
に
も
咲
き
そ
う
な
桜
の
梢
や
、
逆
に
満
開
を
も
う
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
っ
て
、

散
り
し
お
れ
て
し
ま
っ
た
庭
な
ど
の
ほ
う
が
、
見
ど
こ
ろ
が
多
い
も
の
だ
。
和
歌
の

詞
書
に
も
、「
花
見
に
行
っ
た
の
で
す
が
、
考
え
て
い
る
よ
り
も
早
く
散
っ
て
し
ま

っ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
を
歌
に
し
ま
し
た
」
と
か
、「
都
合
の
悪
い
こ
と
が
あ
っ
て
、

花
見
に
行
く
こ
と
が
で
き
ず
、
家
に
い
た
気
持
ち
を
歌
に
詠
み
ま
し
た
」
と
い
っ
た

よ
う
に
書
い
て
あ
る
の
は
、「
花
を
見
て
歌
を
詠
み
ま
し
た
」
と
言
っ
て
い
る
歌
よ

り
、
情
緒
が
劣
っ
て
い
る
こ
と
が
あ
ろ
う
か
、
い
や
あ
り
得
な
い
。
花
が
散
っ
て
し

ま
う
姿
や
、
月
が
西
の
空
に
傾
い
て
い
く
様
子
を
、
名
残
惜
し
く
感
じ
て
し
ま
う
風

潮
は
も
っ
と
も
な
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
特
に
教
養
の
な
い
人
ほ
ど
「
こ
の
枝
も
、

あ
の
枝
も
、
散
っ
て
し
ま
っ
た
。
今
は
も
う
、
見
る
と
こ
ろ
な
ど
何
一
つ
な
い
」
な
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ど
と
、
言
っ
て
し
ま
う
よ
う
だ
。 

 
何
事
に
お
い
て
も
、
始
め
る
時
と
終
わ
る
時
が
、
特
別
に
趣
深
い
も
の
な
の
だ
。

（
中
略
） 

 

月
に
つ
い
て
も
、
満
月
の
曇
っ
た
と
こ
ろ
が
全
く
な
く
、
す
っ
き
り
と
明
る
く
美

し
い
姿
ば
か
り
を
、
ず
っ
と
遠
く
ま
で
眺
め
て
い
る
よ
り
も
、
明
け
方
が
近
く
な
っ

て
待
っ
て
い
た
月
が
よ
う
や
く
姿
を
現
し
、
そ
の
姿
が
と
て
も
趣
深
く
て
青
み
を
帯

び
た
よ
う
な
姿
で
光
り
、
深
い
山
奥
の
杉
の
梢
の
隙
間
か
ら
ち
ら
っ
と
見
え
隠
れ
す

る
、
木
々
の
間
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
月
の
光
や
、
さ
っ
と
小
雨
を
降
ら
せ
た
雲
に
隠

れ
た
り
、
ま
た
現
れ
た
り
す
る
月
の
姿
は
、
こ
の
上
な
く
情
緒
深
い
も
の
だ
。
椎
柴

や
白
樺
の
、
ま
る
で
濡
れ
て
い
る
よ
う
な
葉
の
上
に
、
月
の
光
が
輝
い
て
き
ら
め
い

て
い
る
の
は
、
そ
の
美
し
さ
が
身
に
し
み
る
よ
う
で
い
て
、
こ
れ
を
理
解
し
て
く
れ

る
情
緒
を
理
解
し
て
い
る
友
達
が
今
そ
ば
に
い
て
く
れ
た
ら
な
ぁ
、
と
そ
の
友
達
が

い
る
都
が
恋
し
く
思
わ
れ
て
く
る
。 

 

全
て
、
月
や
花
と
い
う
も
の
は
、
そ
ん
な
ふ
う
に
目
だ
け
で
見
る
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
。
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
春
は
わ
ざ
わ
ざ
家
か
ら
出
て
い
か
な

く
て
も
、
月
の
夜
は
寝
室
の
中
に
い
た
ま
ま
で
も
、
月
や
花
の
姿
を
想
像
し
て
楽
し

む
の
は
、
直
接
見
る
よ
り
も
か
え
っ
て
心
が
豊
か
に
な
っ
て
、
趣
深
い
も
の
だ
。
人

格
や
教
養
に
優
れ
て
い
る
人
は
、
む
や
み
に
物
を
好
む
よ
う
に
は
見
え
な
い
し
、
物

を
面
白
が
り
、
楽
し
む
様
子
も
あ
っ
さ
り
と
し
て
い
る
。
田
舎
に
住
ん
で
い
る
教
養

の
な
い
人
ほ
ど
、
そ
う
い
う
こ
と
に
か
え
っ
て
し
つ
こ
く
、
何
事
も
お
も
し
ろ
が
っ

て
も
て
は
や
す
。
教
養
の
な
い
人
た
ち
は
、
花
見
に
行
け
ば
、
花
の
木
の
下
で
自
分

の
体
を
ね
じ
込
ま
せ
る
よ
う
に
割
り
込
ん
で
行
っ
て
、
わ
き
目
も
ふ
ら
ず
に
じ
っ
と

見
つ
め
続
け
、
酒
を
飲
ん
だ
り
、
連
歌
を
し
た
り
し
て
、
し
ま
い
に
は
大
き
な
枝
を

平
気
で
折
り
取
っ
て
し
ま
う
。
春
だ
け
で
な
く
、
夏
に
は
泉
に
手
や
足
を
突
っ
込
ん

で
ひ
た
し
て
涼
を
と
り
、
冬
に
は
真
っ
白
な
雪
原
に
下
り
立
ち
、
自
分
の
足
跡
を
付

け
よ
う
と
す
る
な
ど
、
す
べ
て
の
物
事
に
お
い
て
、
少
し
離
れ
た
場
所
か
ら
見
て
楽

し
む
、
と
い
う
態
度
が
な
い
。 

 

Ｂ 

 

兼
好
法
師
独
特
の
芸
術
論
が
展
開
さ
れ
る
「
花
は
盛
り
に
」。 

「
よ
ろ
づ
の
こ
と
も
、
初
め
終
は
り
こ
そ
を
か
し
け
れ
」
と
書
い
て
あ
る
こ
と
か

ら
も
、「
始
ま
り
と
終
わ
り
」
と
い
う
、
人
の
心
に
印
象
深
く
刻
ま
れ
、
心
を
揺
り

動
か
さ
れ
る
時
に
人
は
情
緒
を
理
解
す
る
の
だ
と
、
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。 

こ
れ
は
確
か
に
そ
う
で
す
よ
ね
。
物
事
の
始
ま
り
と
終
わ
り
は
、
特
に
印
象
深
い

も
の
で
す
。
人
間
関
係
に
置
き
換
え
れ
ば
、
出
会
い
と
別
れ
。
ま
た
、
文
化
祭
や
何

か
し
ら
の
イ
ベ
ン
ト
も
、
楽
し
い
の
は
本
番
で
は
な
く
そ
の
前
の
準
備
段
階
で
あ
り
、

終
わ
り
の
後
片
付
け
の
ほ
う
が
妙
に
心
に
残
っ
て
い
た
り
す
る
も
の
で
す
。 

①
夏
休
み
も
そ
う
。
始
ま
る
前
と
始
ま
っ
た
当
初
は
あ
ん
な
に
わ
く
わ
く
し
て
い

た
の
に
、
始
ま
っ
て
し
ま
え
ば
時
間
の
進
み
方
が
速
く
な
っ
て
し
ま
い
、
終
わ
る
最

後
の
一
週
間
ぐ
ら
い
に
な
っ
て
、「
あ
あ
、
終
わ
っ
て
ほ
し
く
な
い
な
ぁ
」
と
思
う

気
持
ち
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。 

本
来
な
ら
ば
、
そ
の
期
間
を
思
い
き
り
楽
し
め
ば
い
い
の
に
、
楽
し
い
時
間
は
早
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く
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。
待
ち
構
え
て
い
る
事
前
の
時
間
と
始
ま
っ
た
瞬

間
や
、
終
わ
っ
た
瞬
間
、
終
わ
っ
た
後
の
思
い
出
す
時
間
の
ほ
う
が
、
圧
倒
的
に
イ

ベ
ン
ト
そ
の
も
の
よ
り
も
長
く
な
り
ま
す
。
物
事
の
始
ま
り
と
終
わ
り
の
時
間
を

「
あ
あ
、
あ
の
時
は
よ
か
っ
た
」
と
心
の
底
か
ら
思
う
こ
と
が
、
兼
好
法
師
の
語
る

風
情
な
の
で
す
。 

月
も
、
満
月
よ
り
も
三
日
月
の
ほ
う
が
情
緒
を
感
じ
る
と
兼
好
法
師
は
言
い
ま
す
。

花
は
、
満
開
よ
り
も
つ
ぼ
み
が
膨
ら
ん
で
い
く
最
初
の
時
間
と
、
花
び
ら
が
散
っ
て

い
く
最
後
の
時
間
の
ほ
う
が
興
味
が
惹
か
れ
て
い
い
、
と
。
と
い
う
こ
と
は
、
兼
好

法
師
が
評
価
し
て
い
な
い
も
の
と
い
う
の
は
、 

② 

や 

③ 

。
盛
り
の
、
い
ち

ば
ん
い
い
時
で
あ
り
、
何
も
か
も
が
完
全
で
完
璧
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
み
ん

な
が
い
い
と
絶
賛
し
て
い
る
も
の
を
、
評
価
外
と
し
て
い
ま
す
。 

こ
う
考
え
る
と
、
朗
ら
か
で
明
る
い
兼
好
法
師
の
姿
に
も
、
ひ
ね
く
れ
者
の
一
面

が
見
え
て
く
る
か
ら
不
思
議
な
も
の
で
す
。
か
ら
り
と
明
る
い
面
の
印
象
が
強
い
兼

好
法
師
で
す
が
、
人
が
決
し
て
完
璧
な
存
在
に
な
れ
な
い
よ
う
に
、
兼
好
法
師
に
も

欠
点
が
あ
り
ま
し
た
。
み
ん
な
が
「
い
い
！
」
と
口
を
そ
ろ
え
て
言
う
も
の
に
は
、

ど
う
し
て
も
同
意
す
る
気
に
な
れ
な
い
ひ
ね
く
れ
た
部
分
で
あ
り
、
人
と
は
違
う
こ

と
を
言
い
た
い
し
、
違
う
こ
と
を
よ
し
と
し
た
い
気
持
ち
が
見
え
隠
れ
し
ま
す
。 

（
中
略
） 

不
完
全
な
も
の
に
、
心
が
惹ひ

か
れ
る
。
完
全
な
も
の
に
は
、
全
く
心
が
動
か
な
い
。 

本
当
に
？ 

と
ち
ょ
っ
と
質
問
し
て
み
た
い
で
す
。 

 

（
松
村
瞳
『
古
典
の
裏
』
よ
り
。
な
お
、
本
文
に
は
省
略
等
が
あ
る
。
） 

問
一 

波
線
部
ａ
「
な
ほ
あ
は
れ
に
」・
ｂ
「
を
か
し
け
れ
」
を
、
現
代
仮
名
遣
い
に

直
し
、
全
て
平
仮
名
で
書
け
。 

 

問
二 

傍
線
①
「
夏
休
み
も
そ
う
」
と
あ
る
が
、
傍
線
①
を
含
む
段
落
の
役
割
を
説

明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

 

ア 

現
代
の
具
体
例
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
兼
好
法
師
独
特
の
芸
術
論
は
現
代
に
も

通
じ
る
認
識
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

イ 

現
代
の
時
間
の
流
れ
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
兼
好
法
師
の
時
代
で
し
か
味
わ
え

な
か
っ
た
独
特
の
時
間
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

ウ 

古
典
の
時
代
に
は
な
か
っ
た
考
え
方
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
兼
好
法
師
の
芸
術

論
が
普
遍
的
な
も
の
と
は
い
え
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

エ 

個
人
的
な
体
験
を
挙
げ
る
こ
と
で
、
兼
好
法
師
の
芸
術
論
を
自
分
の
生
活
の

中
に
取
り
入
れ
た
変
化
を
示
し
て
い
る
。 

 

問
三 

空
欄
②
・
③
に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ

か
。
二
つ
選
べ
。〈
順
不
同
〉 

 

ア 

満
月 

 

イ 

満
開
の
花
々 

 

ウ 

三
日
月 

エ 

つ
ぼ
み
が
膨
ら
ん
で
い
く
最
初
の
時
間 

オ 
花
び
ら
が
散
っ
て
い
く
最
後
の
時
間 

 

問
四 

二
重
線
部
「
す
べ
て
、
月
・
花
を
ば
、
さ
の
み
目
に
て
見
る
も
の
か
は
」
に
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つ
い
て
、 

⑴ 
生
徒
た
ち
が
述
べ
た
感
想
の
中
か
ら
、
本
文
の
内
容
に
合
致
し
て
い
る
も
の
は

次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

 

ア 

月
や
花
は
、
目
だ
け
で
味
わ
う
よ
り
も
体
全
体
で
味
わ
っ
た
方
が
お
も
し
ろ

み
が
あ
る
、
と
い
う
の
は
も
っ
と
も
だ
ね
。
月
は
触
れ
ら
れ
な
い
に
し
て
も
、

花
や
雪
は
、
手
や
体
で
触
れ
て
こ
そ
、
本
物
を
味
わ
っ
た
と
い
え
る
よ
ね
。 

 

イ 

月
や
花
は
目
だ
け
で
味
わ
う
も
の
で
は
な
い
、
想
像
し
て
楽
し
む
も
の
で
も

あ
る
、
と
い
う
記
述
に
は
は
っ
と
さ
せ
ら
れ
た
よ
。
教
養
あ
る
人
は
、
鑑
賞
す

る
も
の
か
ら
少
し
距
離
を
置
い
て
楽
し
む
こ
と
も
知
っ
て
い
る
ん
だ
ね
。 

 

ウ 

後
世
の
人
び
と
に
美
し
い
月
や
花
を
遺の

こ

し
て
い
く
た
め
に
は
、
兼
好
法
師
の

よ
う
に
自
然
保
護
の
思
想
を
持
つ
こ
と
が
大
切
だ
ね
。
特
に
、
物
事
の
開
始
と

終
了
の
時
に
お
い
て
は
、
準
備
と
片
付
け
を
慎
重
に
行
う
必
要
が
あ
る
ね
。 

 

エ 

兼
好
法
師
が
沈
み
ゆ
く
月
や
散
り
ゆ
く
桜
を
好
ん
で
い
な
か
っ
た
の
は
、
物

事
の
終
わ
り
に
人
生
の
は
か
な
さ
を
重
ね
て
い
た
か
ら
だ
ね
。
だ
か
ら
、
見
え

な
い
も
の
に
心
を
寄
せ
る
こ
と
で
寂
し
さ
を
紛
ら
わ
そ
う
と
し
た
ん
だ
。 

⑵ 

Ａ
の
原
文
中
に
付
さ
れ
た
点
線
の
う
ち
、
兼
好
法
師
の
芸
術
観
に
合
わ
な
い
も

の
は
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。 

 

ア 

雨
に
対
ひ
て
月
を
恋
ひ
、
垂
れ
こ
め
て
春
の
行
方
知
ら
ぬ 

 

イ 

望
月
の
隈
な
き
を
千
里
の
外
ま
で
眺
め
た
る 

 

ウ 

椎
柴
白
樫
な
ど
の
濡
れ
た
る
や
う
な
る
葉
の
上
に
き
ら
め
き
た
る 

 

エ 

春
は
家
を
立
ち
去
ら
で
も
、
月
の
夜
は
閨
の
う
ち
な
が
ら
も
思
へ
る 

 

問
五 

兼
好
法
師
の
『
徒
然
草
』
は
、『
枕
草
子
』・『
方
丈
記
』
と
並
ん
で
、「
日
本

三
大
随
筆
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
の
う
ち
、『
枕
草
子
』
の
［
作
者
］
お
よ
び

［
作
品
の
冒
頭
］
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選

べ
。 

［
作
者
］ 

 

ア 

鴨
長
明 

 

イ 

小
野
小
町 

 

ウ 

清
少
納
言 

 

エ 

紀
貫
之 

［
作
品
の
冒
頭
］ 

 

ア 

ゆ
く
河
の
流
れ
は
絶
え
ず
し
て
、
し
か
も
、
も
と
の
水
に
あ
ら
ず
。 

 

イ 

春
は
あ
け
ぼ
の
。
や
う
や
う
白
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
す
こ
し
あ
か
り
て
… 

 

ウ 

祇
園

ぎ

を

ん

精
舎

し
や
う
じ
や

の
鐘
の
声
、
諸
行
無
常
の
響
き
あ
り
。 

 

エ 

月
日
は
百
代

は
く
た
い

の
過
客
に
し
て
、
行
き
交
ふ
年
も
ま
た
旅
人
な
り
。 

        


