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〔
共
通
問
題
〕

〔
一
〕
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

中
学
時
代
に
始は

じ

め
て
の
京
都
見
物
に
行
っ
た
事
が
あ
る
。
黒く

ろ

谷だ
に

と
か
金き

ん

閣か
く

寺じ

と
か
い
う
所
へ
行
く
と
、
案
内
の
小
僧
さ
ん
が
建
築
の
各
部
分
の
什じ

ゅ
う

物も
つ

の
品
々
の
来
歴

な
ど
を
一
々
説
明
し
て
く
れ
る
。
そ
の
一
種
特
別
な
節
を
つ
け
た
口
調
も
田い

な
か舎
者も

の

の
私
に
は
珍
し
か
っ
た
が
、
そ
れ
よ
り
も
、
そ
の
説
明
が
い
か
に
も
機
械
的
で
、
言
っ

て
い
る
事
が
ら
に
対
す
る
情
緒
の
反
応
が
全
く
な
く
て
、
説
明
者
が
単
に
き
ま
っ
た
だ
け
の
声
を
出
す
器
械
か
な
ん
ぞ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
が
よ
ほ
ど
珍
し
く
不
思
議

に
感
ぜ
ら
れ
た
。
そ
の
時
に
見
た
宝
物
や
襖ふ

す
ま

の
絵
な
ど
は
も
う
タ
イ
ガ
イ
き
れ
い
に
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
の
時
の
案
内
者
の
一
種
の
口
調
と
空
虚
な
表
情
と

だ
け
は
今
で
も
頭
の
底
に
あ
り
あ
り
と
残
っ
て
い
る
。

そ
の
時
に
一
つ
困
っ
た
事
は
、
私
が
た
と
え
ば
あ
る
器
物
か
絵
か
に
特
別
の
興
味
を
感
じ
て
、
そ
れ
を
も
う
少
し
詳
し
く　

ⅰ　

見
た
い
と
思
っ
て
も
、
案
内
者
は

す
べ
て
の
品
物
に
平
等
な
時
間
を
割
り
当
て
て
進
行
し
て
行
く
の
だ
か
ら
、　

ⅱ　

し
て
い
る
と
そ
の
間
に
ず
ん
ず
ん
さ
き
へ
行
っ
て
し
ま
っ
て
、
そ
の
間
に
私
は
た

く
さ
ん
の
見
る
べ
き
物
を
見
の
が
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に
な
る
。
そ
れ
は
か
ま
わ
な
い
つ
も
り
で
い
て
も
そ
こ
を
見
て
後
に
、
同
行
者
の
間
で
ち
ょ
う
ど

自
分
の
見
落
と
し
た
い
い
も
の
に
つ
い
て
の
話
題
が
持
ち
上
が
っ
た
時
に
、
な
ん
だ
か
少
し
惜
し
い
事
を
し
た
と
い
う
気
の
起
こ
る
の
は
免
れ
難
か
っ
た
。

学
校
教
育
や
い
わ
ゆ
る
参
考
書
に
よ
っ
て
授
け
ら
れ
る
知
識
は
、
い
ろ
い
ろ
の
点
で
旅
行
案
内
記
や
、
名
所
の
案
内
者
か
ら
得
る
知
識
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。

も
し
学
校
の
よ
う
な
あ
り
が
た
い
シ
セ
ツ
が
な
く
て
、
そ
し
て
た
だ
全
く
の
独
学
で
現
代
文
化
の
蔵
し
て
い
る
広
大
な
知
識
の
林
に
分
け
入
り
何
物
か
を
求
め
よ
う
と

す
る
の
で
あ
っ
た
ら
、
そ
の
困
難
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
道
に
迷
い
通
し
に
迷
っ
て
、
無
用
な
労
力
を
浪
費
す
る
ば
か
り
で
、
結
局
目
的

地
の
見
当
も
つ
か
ず
に
日
が
暮
れ
て
し
ま
う
の
が
お
ち
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
学
校
教
育
の
必
要
と
い
っ
た
よ
う
な
事
を
今
さ
ら
新
し
く
こ
こ
で
考
え
論
じ
て
み
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
た
だ
学
校
教
育
を
受
け
る
と
い
う
事
が
、

　

ⅲ　

案
内
者
に
手
を
引
か
れ
て
歩
く
と
よ
く
似
て
い
る
と
い
う
事
を
も
う
少
し
立
ち
入
っ
て
考
え
て
み
た
い
だ
け
で
あ
る
。

案
内
記
が
詳
密
で
正
確
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
こ
れ
に
対
す
る
信
頼
の
念
が
厚
け
れ
ば
厚
い
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
安
心
し
て
キ
ロ
に
迷
う
事
な
し
に
最
小
限
の
時
間
と

労
力
を
費
や
し
て
安
全
に
目
的
地
に
到
着
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
増
す
あ
り
が
た
い
事
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
つ
い
そ
の
案
内
記
に
誌し

る

し
て
な
い
横
道

に
隠
れ
た
貴
重
な
も
の
を
見
の
が
し
て
し
ま
う
機
会
は
は
な
は
だ
多
い
に
相
違
な
い
。
そ
う
い
う
損
失
を
な
る
べ
く
少
な
く
す
る
に
は
、
や
は
り
い
ろ
い
ろ
の
人
の
選
ん

だ
い
ろ
い
ろ
の
案
内
記
を
ひ
ろ
く
参
照
す
る
と
い
い
。
た
だ
困
る
の
は
、
す
で
に
在あ

る
案
内
記
の
内
容
を
そ
の
ま
ま
に
い
い
か
げ
ん
に
継
ぎ
合
わ
せ
て
こ
し
ら
え
た
よ
う

な
案
内
記
の
多
い
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
む
し
ろ
間
違
い
だ
ら
け
の
案
内
記
で
も
、
そ
れ
が
多
少
で
も
著
者
の
体
験
を
材
料
に
し
た
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
存

外
何
か
の
参
考
に
な
る
事
が
多
い
。
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し
か
し
い
く
ら
完
全
で
も
結
局
案
内
記
で
あ
る
。
い
く
ら
読
ん
で
も
暗
唱
し
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
旅
行
し
た
代
わ
り
に
は
な
ら
な
い
事
は
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
。

案
内
記
が
系
統
的
に
完
備
し
て
い
る
と
い
う
事
と
、
そ
れ
が
読
む
人
の
感
興
を
ひ
く
と
い
う
事
と
は
全
然
別
な
事
で
、
む
し
ろ
往
々
相あ

い

容い

れ
な
い
よ
う
な
傾
向
が
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
案
内
記
の
ム
ミ
カ
ン
ソ
ウ
な
の
に
反
し
て
す
ぐ
れ
た
文
学
者
の
自
由
な
紀
行
文
や
あ
る
い
は
鋭
い
科
学
者
の
ま
と
ま
ら
な
い
観
察
記
は
、
そ
れ
が
い
か
に
狭
い

範
囲
の
題
材
に
限
ら
れ
て
い
て
も
、
そ
の
中
に
躍
動
し
て
い
る
生
き
た
体
験
か
ら
流
露
す
る
あ
る
も
の
は
、
直
接
に
読
者
の
胸
に
し
み
込
む
、
そ
し
て
た
と
え
そ
れ
が
間

違
っ
て
い
る
場
合
で
さ
え
も
、
書
い
た
人
の
真
を
求
め
る
魂
だ
け
は
力
強
く
読
者
に
訴
え
、
読
者
自
身
の
胸
裏
に
あ
る
同
じ
よ
う
な
も
の
に
火
を
つ
け
る
。
そ
う
し
て
誌し

る

さ
れ
た
内
容
と
は
無
関
係
に
そ
こ
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
土
地
そ
の
物
に
対
す
る
興
味
と
愛
着
を
呼
び
起
こ
す
。

専
門
の
学
術
の
参
考
書
で
も
よ
く
似
た
事
が
あ
る
。
何
か
あ
る
題
目
に
関
し
て
広
く
文
献
を
調
べ
よ
う
と
い
う
場
合
に
は
い
ろ
い
ろ
な
エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
や
ハ
ン
ド

ブ
ー
フ
と
い
う
種
類
の
も
の
は
な
く
て
な
ら
な
い
重
宝
な
も
の
で
あ
る
が
、
少
し
立
ち
入
っ
て
ほ
ん
と
う
の
事
が
知
り
た
く
な
れ
ば
も
う
そ
ん
な
も
の
は
役
に
立
た
な
い
。

つ
ま
り
は
個
々
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
論
文
や
著
書
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
こ
の
よ
う
な
参
照
用
の
大
部
な
も
の
を
、
骨
折
っ
て
始
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
漫
然
と

読
み
通
し
暗
唱
し
た
と
こ
ろ
で
、
す
で
に
な
ん
ら
か
の
「
題
目
」
を
持
っ
て
い
な
い
学
生
に
と
っ
て
は
き
わ
め
て
効
果
の
薄
い
骨
折
り
損
に
な
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
こ
ん
な
も
の
か
ら
題
目
を
選
み
出
す
と
い
う
事
も
、
で
き
そ
う
で
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
個
々
の
研
究
者
の
直
接
の
体
験
を
記
述
し
た
論
文
や
著

書
に
は
、
た
と
え
そ
の
題
材
が
何
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
中
に
何
か
し
ら
生
き
て
動
い
て
い
る
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
受
け
る
暗
示
は
読
む
人
の
自
発
的
な
活
動
を
ユ

ウ
ハ
ツ
す
る
あ
る
不
思
議
な
魔
力
を
も
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
読
者
自
身
の
研
究
心
を
強
く
喚よ

び
さ
ま
す
。
こ
う
い
う
意
味
か
ら
で
も
、
自
分
の
専
門
以
外
の
題
目
に
関

す
る
い
い
論
文
な
ど
を
読
む
の
は
決
し
て
無
益
な
事
で
は
な
い
。

そ
れ
で
案
内
記
ば
か
り
に
た
よ
っ
て
い
て
は
い
つ
ま
で
も
自
分
の
目
は
あ
か
な
い
が
、
そ
う
か
と
言
っ
て
ま
る
で
案
内
記
を
無
視
し
て
い
る
と
、
時
々
道
に
迷
っ
た
り
、

事
に
よ
る
と
滝
つ
ぼ
や
火
口
に
落
ち
る
恐
れ
が
あ
る
。
こ
れ
は
わ
か
り
き
っ
た
事
で
あ
る
が
。
そ
れ
に
か
か
わ
ら
ず
教
科
書
と
ノ
ー
ト
ば
か
り
を
た
よ
り
に
す
る
学
生
が

か
な
り
多
数
で
あ
る
一
方
に
は
、
ま
た
現
代
キ
セ
イ
の
科
学
を
無
視
し
た
た
め
に
、
せ
っ
か
く
い
い
考
え
は
も
ち
な
が
ら
結
局
失
敗
す
る
発
明
家
や
発
見
者
も
時
々
出
て

来
る
。

名
所
旧
跡
の
案
内
者
の
い
ち
ば
ん
困
る
の
は
何
か
少
し
よ
け
い
な
も
の
を
見
よ
う
と
す
る
とN

o tim
e, Sir!　

な
ど
と
言
っ
て
引
っ
立
て
る
事
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

も
時
間
の
制
限
が
あ
っ
て
み
れ
ば
無
理
も
な
い
事
で
あ
る
。
そ
れ
で
ほ
ん
と
う
に
自
分
で
見
物
す
る
に
は
、
も
う
一
ぺ
ん
ひ
と
り
で
出
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
に
な

る
、
た
だ
そ
の
時
に
、
例
の
案
内
者
が
「
邪
魔
」
し
て
く
れ
さ
え
し
な
け
れ
ば
い
い
。

し
か
し
案
内
者
や
先せ

ん

達だ
つ

の
中
に
は
、
自
己
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
信
念
か
ら
割
り
出
さ
れ
た
親
切
か
ら
個
々
の
旅
行
者
の
自
由
な
観
照
を
抑
制
す
る
者
も
な
い
と

は
言
わ
れ
な
い
。
旅
行
者
が
特
別
な
興
味
を
も
つ
対
象
の
前
に
し
ば
ら
く
歩あ

ゆ
み

を
止
め
よ
う
と
す
る
の
を
、
そ
ん
な
も
の
は
つ
ま
ら
な
い

0

0

0

0

0

か
ら
見
る
の
じ
ゃ
な
い
と
世
話

を
や
く
場
合
も
あ
る
。
つ
ま
る

0

0

0

と
つ
ま
ら
な
い

0

0

0

0

0

と
が
明
ら
か
に
「
相
対
的
」
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
こ
れ
は
困
る
。
案
内
者
が
善
意
で
あ
る
だ
け
に
い
っ
そ
う
困
る
わ

（
エ
）

（
ｃ
）

（
2
）

（
注
3
）

（
注
4
）

（
オ
）

（
ｄ
）

（
カ
）

（
注
5
）

（
注
6
）



国 ― 3

け
で
あ
る
。
こ
の
種
の
案
内
者
は
そ
の
専
門
の
領
域
が
狭
け
れ
ば
狭
い
ほ
ど
多
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
れ
は
無
理
も
な
い
事
で
あ
る
。
自
分
の
「
お
山
」
以
外
の
も
の

は
皆
つ
ま
ら
な
く
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。

一
方
で
案
内
者
の
ほ
う
か
ら
言
う
と
、
そ
の
率
い
て
い
る
被
案
内
者
か
ら
あ
ま
り
に
信
頼
さ
れ
す
ぎ
て
困
る
場
合
も
ず
い
ぶ
ん
あ
り
う
る
。
ど
こ
ま
で
も
忠
実
に
付
従

し
て
来
る
は
い
い
と
し
て
も
、
ま
さ
か
に
手
洗
い
所
ま
で
も　

ⅳ　

つ
い
て
来
ら
れ
て
は
迷
惑
を
感
じ
る
に
相
違
な
い
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
光
学
が
波
動
説
の
フ
キ
ュ
ウ
を
妨
げ
た
と
か
、
ラ
プ
ラ
ス
の
権
威
が
熱
の
機
械
論
の
発
達
に
邪
魔
に
な
っ
た
と
か
い
う
事
は
よ
く
耳
に
す
る
事
で
あ
る
。

あ
る
意
味
で
は
確
か
に
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
全
責
任
を
負
わ
さ
れ
て
は
こ
れ
ら
の
大
家
た
ち
は
お
そ
ら
く
泉せ

ん

下か

に
瞑め

い

す
る
事
が
で
き
ま
い
。
少
な
く
も
責

任
の
半
分
以
上
は
彼
ら
の
オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
に
盲
従
し
た
後
進
の
学
徒
に
帰
せ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
近
ご
ろ
相
対
原
理
の
発
見
に
際
し
て
ま
た
ま
た
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
引
き

合
い
に
出
さ
れ
、
彼
の
絶
対
論
が
し
ば
し
ば
俎

ま
な
い
た

の
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
当
然
の
事
と
し
て
も
、
そ
れ
が
た
め
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
を
罪
人
呼
ば
わ
り
す
る
の
は

あ
ま
り
に
不
公
平
で
あ
る
。
罪
人
は
も
っ
と
も
っ
と
ほ
か
に
た
く
さ
ん
あ
る
。
言
わ
ば
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
真
理
の
殿
堂
の
第
一
の
扉
を
開
い
た
だ
け
で
逝ゆ

い
て
し
ま
っ
た
。

彼
の
被
案
内
者
は
第
一
室
の
壮
麗
に
酔
わ
さ
れ
て
そ
の
奥
に
第
二
室
の
あ
る
事
を
考
え
る
も
の
は
ま
れ
で
あ
っ
た
。
つ
い
、
近
ご
ろ
に
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
突
然
第
二

の
扉
を
蹴け

開ひ
ら

い
て
そ
こ
に
玲れ

い

瓏ろ
う

た
る
キ
カ
学
的
宇
宙
の
宮
殿
を
発
見
し
た
。
し
か
し
第
一
の
扉
を
通
過
し
な
い
で
第
二
の
扉
に
達
し
得
ら
れ
た
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。

こ
の
次
の
第
三
の
扉
は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
は
全
然
予
想
も
つ
か
な
い
。
し
か
し
そ
の
未
知
の
扉と

び
ら

に
ぶ
つ
か
っ
て
こ
れ
を
開
く
人
が
あ
る
と

す
れ
ば
、
そ
の
人
は
や
は
り
案
内
者
な
ど
の
や
っ
か
い
に
な
ら
な
い
風
来
の
田い

な
か舎
者も

の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
三
の
扉
の
事
は
い
か
に
権
威
あ
る
案
内
記
に
も
誌し

る

し
て

な
い
の
で
あ
る
。

思
う
に
う
っ
か
り
案
内
者
な
ど
に
な
る
の
は
考
え
も
の
で
あ
る
。
黒
谷
や
金
閣
寺
の
案
内
の
小
僧
で
も
、
始
め
て
あ
の
建
築
や
古
器
物
に
接
し
た
時
に
は
お
そ
ら
く
さ

ま
ざ
ま
な
深
い
感
興
に
動
か
さ
れ
た
に
相
違
な
い
。
そ
れ
が
毎
日
同
じ
事
を
繰
り
返
し
て
い
る
間
に
あ
ら
ゆ
る
興
味
は
ジ
ョ
ウ
ハ
ツ
し
て
し
ま
っ
て
、　
ⅴ　

口
上
を

暗
記
す
る
こ
ろ
に
は
、
品
物
自
身
は
も
う
頭
の
中
か
ら
消
え
て
な
く
な
る
。
残
る
も
の
は
た
だ
「
言
葉
」
だ
け
に
な
る
。
目
は
そ
の
言
葉
に
お
お
わ
れ
て
「
物
」
を
見
な

く
な
る
。
そ
う
し
て
丹た

ん

波ば

の
山
奥
か
ら
出
て
来
た
観
覧
者
の
目
に
映
る
よ
う
な
美
し
い
影
像
は
も
う
再
び
認
め
る
時
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
れ
は
実
に
そ
の
人
に
と

っ
て
は
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
損
失
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
人
は
単
に
自
分
の
担
任
の
建
築
や
美
術
品
の
み
な
ら
ず
、
他
の
同
種
の
も
の
に
対
し
て
も
無
感
覚
に
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
た
と
え
ば
よ
そ
の
寺
で
狩か

の
う野
永え

い

徳と
く

の
筆
を
見
せ
ら
れ
た
時
に
「
狩
野
永
徳
の
筆
」
と
い
う
声
が
直
ち
に
こ
の
人
の
目
を
お
お
い
隠
し
て
、
眼
前
の
絵
の
代
わ
り
に
自
分
の
頭
の
中
に
沈
着
し
て
黴か

び

の
は
え

た
自
分
の
寺
の
絵
の
像
の
み
が
照
ら
し
出
さ
れ
る
。
た
と
え
そ
の
頭
の
中
の
絵
が
い
か
に
立
派
で
も
こ
れ
で
は
困
る
。
手
を
触
れ
る
も
の
が
み
ん
な
黄
金
に
な
る
の
で
は

飢
え
死
に
す
る
ほ
か
は
な
い
。

職
業
的
案
内
者
が
こ
の
よ
う
な
不
幸
な
境
界
に
オ
チ
イ
ら
ぬ
た
め
に
は
絶
え
ざ
る
努
力
が
必
要
で
あ
る
。
自
分
の
日
々
説
明
し
て
い
る
物
を
絶
え
ず
新
し
い
目
で
見
直

（
キ
）

（
注
7
）

（
ｅ
）

（
ク
）

（
3
）

（
ケ
）

（
4
）

（
注
8
）

（
コ
）
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し
て
二
日
に
一
度
あ
る
い
は
一
月
に
一
度
で
も
何
か
し
ら
今
ま
で
見
い
だ
さ
な
か
っ
た
新
し
い
も
の
を
見
い
だ
す
事
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
異
常
な
努
力

が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
努
力
は
苦
し
い
。
そ
れ
を
し
な
く
て
も
今
日
に
は
困
ら
な
い
。
そ
こ
に
案
内
者
の
は
ま
り
や
す
い
「
洞ど

う

窟く
つ

」
が
あ
る
。

 

（
寺
田
寅
彦
「
案
内
者
」
に
よ
る
）

（
注
1
）　

黒
谷
…
…
京
都
府
京
都
市
左
京
区
の
地
名
。
金
戒
光
明
寺
な
ど
が
あ
る
。

（
注
2
）　

什
物
…
…
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
宝
物
。

（
注
3
）　

エ
ン
チ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
…
…
百
科
事
典
。

（
注
4
）　

ハ
ン
ド
ブ
ー
フ
…
…
手
引
き
書
、
ハ
ン
ド
ブ
ッ
ク
。

（
注
5
）　N

o tim
e, Sir!

…
…
英
語
で
、
時
間
が
な
い
こ
と
を
示
し
、
急
ぐ
よ
う
に
求
め
る
言
葉
。

（
注
6
）　

オ
ー
ソ
リ
テ
ィ
…
…
権
威
、
威
信
。

（
注
7
）　

ラ
プ
ラ
ス
…
…
フ
ラ
ン
ス
の
物
理
学
者
、
数
学
者
、
天
文
学
者
（
一
七
四
九
～
一
八
二
七
）。

（
注
8
）　

狩
野
永
徳
…
…
安
土
桃
山
時
代
の
絵
師
（
一
五
四
九
～
一
五
九
〇
）。

（
ｆ
）
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問
一　

傍
線
部
（
ア
）
～
（
コ
）
の
カ
タ
カ
ナ
に
該
当
す
る
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答

番
号
は　

1　

～　

10　

。
①　

住
民
に
キ
ガ
イ
を
く
わ
え
る

②　

世
間
を
ガ
イ
タ
ン
す
る

③　

新
た
な
ガ
イ
ネ
ン
を
提
示
す
る

④　

動
物
の
シ
ガ
イ
を
片
付
け
る

⑤　

カ
ン
チ
ョ
ウ
ガ
イ
を
案
内
す
る

①　

文
学
作
品
の
セ
ッ
テ
イ
を
考
え
る

②　

ナ
イ
セ
ツ
エ
ン
の
面
積
を
計
算
す
る

③　

釈
迦
に
セ
ッ
ポ
ウ
で
あ
る

④　

セ
ツ
ジ
ツ
な
思
い
を
告
げ
る

⑤　

物
語
の
イ
ッ
セ
ツ
を
書
き
写
す

①　

ガ
ッ
キ
を
演
奏
す
る

②　

サ
ッ
キ
に
満
ち
た
表
情
を
し
て
い
た

③　

キ
マ
ツ
試
験
の
対
策
を
す
る

④　

こ
こ
で
道
が
ブ
ン
キ
し
て
い
る

⑤　

近
隣
へ
の
注
意
カ
ン
キ
を
行
っ
た

（
ア
）
タ
イ
ガ
イ

　

1　

（
イ
）
シ
セ
ツ

　

2　

（
ウ
）
キ
ロ

　

3　
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①　

洗
濯
物
を
カ
ワ
か
し
て
お
く

②　

カ
ン
ダ
イ
な
処
置
を
希
望
す
る

③　

ま
だ
ア
セ
る
よ
う
な
時
間
で
は
な
い

④　

窓
を
開
け
て
カ
ン
キ
を
す
る

⑤　

セ
ン
ス
イ
カ
ン
に
乗
り
込
む

①　

問
題
意
識
を
キ
ョ
ウ
ユ
ウ
し
て
い
る

②　

ユ
ウ
ビ
ン
キ
ョ
ク
に
就
職
す
る

③　

ユ
ウ
キ
を
ふ
り
し
ぼ
っ
て
発
言
す
る

④　

団
体
へ
の
参
加
を
カ
ン
ユ
ウ
す
る

⑤　

銀
行
か
ら
の
ユ
ウ
シ
を
受
け
て
い
る

①　

キ
シ
カ
イ
セ
イ
の
策
を
練
る

②　

キ
チ
の
事
柄
に
あ
て
は
め
て
考
え
る

③　

数
学
的
キ
ノ
ウ
法
を
学
ぶ

④　

キ
ノ
ウ
か
ら
今
日
に
か
け
て
雨
が
降
る

⑤　

会
議
で
シ
ョ
キ
を
担
当
す
る

①　

大
臣
の
責
任
を
ツ
イ
キ
ュ
ウ
す
る

②　

映
画
史
に
残
る
フ
キ
ュ
ウ
の
名
作

③　

フ
ミ
ン
フ
キ
ュ
ウ
で
面
倒
を
見
る

④　

ガ
ク
フ
の
通
り
に
演
奏
す
る

⑤　

会
議
が
フ
ン
キ
ュ
ウ
す
る

（
エ
）
ム
ミ
カ
ン
ソ
ウ

　

4　

（
オ
）
ユ
ウ
ハ
ツ

　

5　

（
カ
）
キ
セ
イ

　

6　

（
キ
）
フ
キ
ュ
ウ

　

7　
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①　

半
島
を
ナ
ン
カ
し
て
ゆ
く

②　

ム
リ
ナ
ン
ダ
イ
を
押
し
つ
け
ら
れ
る

③　

ナ
ン
カ
イ
も
同
じ
こ
と
を
発
言
す
る

④　

チ
ョ
ウ
ナ
ン
を
後
継
者
に
す
る

⑤　

ナ
ン
ジ
ャ
ク
な
地
盤
で
工
事
を
す
る

①　

カ
ジ
ョ
ウ
な
期
待
を
寄
せ
る

②　

ジ
ョ
ウ
キ
機
関
車
に
乗
る

③　

ジ
ョ
ウ
ホ
ウ
を
整
理
す
る

④　

栄
養
ジ
ョ
ウ
タ
イ
が
悪
化
す
る

⑤　

売
り
上
げ
を
カ
ン
ジ
ョ
ウ
す
る

①　

部
隊
が
町
を
カ
ン
ラ
ク
さ
せ
た

②　

毛
細
ケ
ッ
カ
ン
を
観
察
す
る

③　

ミ
カ
ン
セ
イ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
作
品

④　

映
画
カ
ン
ト
ク
に
な
り
た
い

⑤　

し
ば
ら
く
は
事
態
を
セ
イ
カ
ン
し
よ
う

（
ク
）
キ
カ

　

8　

（
ケ
）
ジ
ョ
ウ
ハ
ツ

　

9　

（
コ
）
オ
チ
イ
ら
ぬ

　

10　
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問
二　

空
欄
ⅰ
～
ⅴ
に
入
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

11　

。

①　

ⅰ　

じ
っ
く
り　
　

ⅱ　

う
っ
と
り　
　

ⅲ　

さ
っ
ぱ
り　
　

ⅳ　

の
そ
の
そ　
　
ⅴ　

さ
っ
ぱ
り

②　

ⅰ　

う
っ
か
り　
　

ⅱ　

ゆ
っ
く
り　
　

ⅲ　

ち
ょ
う
ど　
　

ⅳ　

ひ
そ
ひ
そ　
　
ⅴ　

す
っ
か
り

③　

ⅰ　

う
っ
と
り　
　

ⅱ　

じ
っ
く
り　
　

ⅲ　

さ
っ
ぱ
り　
　

ⅳ　

ひ
そ
ひ
そ　
　
ⅴ　

さ
っ
ぱ
り

④　

ⅰ　

ゆ
っ
く
り　
　

ⅱ　

ど
っ
さ
り　
　

ⅲ　

ち
ょ
う
ど　
　

ⅳ　

の
そ
の
そ　
　
ⅴ　

あ
っ
さ
り

⑤　

ⅰ　

ゆ
っ
く
り　
　

ⅱ　

う
っ
か
り　
　

ⅲ　

ち
ょ
う
ど　
　

ⅳ　

の
そ
の
そ　
　
ⅴ　

す
っ
か
り

⑥　

ⅰ　

じ
っ
く
り　
　

ⅱ　

う
っ
か
り　
　

ⅲ　

さ
っ
ぱ
り　
　

ⅳ　

ひ
そ
ひ
そ　
　
ⅴ　

さ
っ
ぱ
り

問
三　

傍
線
部
（
ａ
）
～
（
ｆ
）
の
う
ち
暗
喩
の
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

12　

。

①　
（
ａ
） 

器
械
か
な
ん
ぞ
の
よ
う
に
思
わ
れ
る

②　
（
ｂ
） 

広
大
な
知
識
の
林
に
分
け
入
り

③　
（
ｃ
） 

同
じ
よ
う
な
も
の
に
火
を
つ
け
る

④　
（
ｄ
） 

滝
つ
ぼ
や
火
口
に
落
ち
る

⑤　
（
ｅ
） 

俎
の
上
に
載
せ
ら
れ
て
い
る

⑥　
（
ｆ
） 

は
ま
り
や
す
い
「
洞
窟
」
が
あ
る
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問
四　

傍
線
部
（
1
）「
な
ん
だ
か
少
し
惜
し
い
事
を
し
た
と
い
う
気
の
起
こ
る
の
は
免
れ
難
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
理
由
と

し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

13　

。

①　

案
内
者
は
、
特
に
重
要
な
陳
列
物
に
絞
っ
て
解
説
し
て
い
た
の
に
、
自
分
が
興
味
を
持
っ
た
物
に
ば
か
り
鑑
賞
の
時
間
を
割
い
て
し
ま
っ
て
い
た
か
ら
。

②　

案
内
者
は
す
べ
て
の
陳
列
物
に
対
し
て
丁
寧
に
解
説
し
て
い
た
の
に
、
同
行
者
た
ち
は
そ
の
説
明
を
よ
く
聞
い
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
か
ら
。

③　

案
内
者
は
す
べ
て
の
陳
列
物
に
対
し
て
丁
寧
に
解
説
し
て
い
た
の
に
、
そ
こ
で
見
た
絵
画
や
工
芸
品
の
様
子
が
今
は
思
い
出
せ
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
。

④　

同
行
者
の
話
を
聞
い
て
、
自
分
は
案
内
者
の
説
明
す
る
速
度
に
合
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
た
め
に
、
価
値
の
あ
る
物
を
見
逃
し
て
し
ま
っ
て
い
た
と
思
っ
た
か
ら
。

⑤　

同
行
者
の
話
を
聞
い
て
、
自
分
が
案
内
者
の
説
明
す
る
速
度
に
合
わ
せ
て
い
れ
ば
、
価
値
あ
る
物
は
見
逃
さ
な
い
と
思
い
込
ん
で
い
た
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
。

問
五　

傍
線
部
（
2
）「
専
門
の
学
術
の
参
考
書
で
も
よ
く
似
た
事
が
あ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

14　

。

①　

百
科
事
典
や
手
引
書
の
よ
う
な
、
知
識
が
系
統
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
書
物
を
調
べ
れ
ば
、
自
分
が
直
面
し
て
い
る
問
題
を
客
観
的
か
つ
正
確
に
認
識
で
き
る

の
で
、
専
門
的
な
学
術
書
は
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

②　

専
門
的
な
学
術
書
で
も
、
正
確
な
知
識
が
系
統
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
の
実
感
が
重
視
さ
れ
、
多
少
の
誤
り
を
含
む
も
の

こ
そ
、
読
者
の
心
に
響
く
価
値
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

③　

専
門
的
な
学
術
書
で
も
、
知
識
が
系
統
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
も
の
よ
り
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
研
究
者
が
自
分
自
身
の
経
験
を
記
述
し
た
も
の
に
こ
そ
、
読
者
の

関
心
を
ひ
き
つ
け
、
研
究
を
促
す
力
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

④　

百
科
事
典
や
手
引
書
の
よ
う
な
、
知
識
が
系
統
的
に
整
理
さ
れ
て
い
る
書
物
と
、
ま
と
ま
り
の
な
い
観
察
記
録
の
よ
う
な
書
物
と
は
、
読
者
の
意
識
に
よ
っ
て

価
値
が
決
ま
る
と
い
う
点
で
、
同
じ
性
格
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

⑤　

専
門
的
な
学
術
書
で
も
、
多
大
な
労
力
を
か
け
て
最
初
か
ら
最
後
ま
で
読
み
通
し
た
り
、
内
容
を
暗
記
し
た
り
し
て
も
有
益
で
は
な
い
場
合
が
あ
り
、
本
を
読

む
こ
と
よ
り
も
明
確
な
目
的
意
識
を
持
つ
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
。
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問
六　

傍
線
部
（
3
）「
そ
の
人
は
や
は
り
案
内
者
な
ど
の
や
っ
か
い
に
な
ら
な
い
風
来
の
田い

な
か舎

者も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由

と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

15　

。

①　

未
知
の
領
域
を
切
り
開
き
、
科
学
的
な
真
理
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
従
来
の
研
究
の
成
果
に
よ
っ
て
自
由
な
思
考
や
発
想
を
抑
圧
さ
れ
て
い
な
い

者
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
。

②　

未
知
の
領
域
を
切
り
開
き
、
新
た
な
知
識
を
人
々
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
他
人
に
頼
ら
ず
、
自
分
の
能
力
の
み
に
よ
っ
て
知
識
を
獲
得
す
る
強
さ
を

持
つ
者
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
。

③　

未
知
の
領
域
を
切
り
開
き
、
科
学
的
な
真
理
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
従
来
の
研
究
の
成
果
を
尊
重
し
、
そ
れ
を
基
盤
に
着
実
な
思
考
を
積
み
重
ね

る
者
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
。

④　

未
知
の
領
域
を
切
り
開
き
、
新
た
な
知
識
を
人
々
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
従
来
の
研
究
の
成
果
を
正
確
に
把
握
し
、
有
効
な
批
判
を
加
え
ら
れ
る
者

で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
。

⑤　

未
知
の
領
域
を
切
り
開
き
、
科
学
的
な
真
理
に
接
近
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
従
来
の
研
究
の
成
果
に
魅
力
を
感
じ
、
そ
れ
に
あ
こ
が
れ
て
研
究
を
続
け
た

者
で
あ
る
は
ず
だ
か
ら
。
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問
七　

傍
線
部
（
4
）「
こ
の
よ
う
な
人
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

16　

。

①　

あ
る
事
柄
に
詳
し
い
立
場
と
し
て
、
人
々
に
繰
り
返
し
知
識
を
伝
え
て
い
る
う
ち
に
、
そ
の
事
柄
以
外
の
こ
と
が
理
解
で
き
な
く
な
り
、
社
会
の
人
々
と
の
対

話
が
困
難
に
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
事
柄
の
属
す
る
分
野
全
体
に
対
し
て
も
、
適
切
な
認
識
が
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

②　

あ
る
事
柄
に
詳
し
い
立
場
と
し
て
、
調
査
や
研
究
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
専
門
的
な
知
識
に
ば
か
り
気
を
と
ら
れ
て
、
そ
の
事
柄
の
社
会
に
お
け
る
意
義
を

見
失
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
事
柄
の
属
す
る
分
野
全
体
に
対
し
て
も
、
先
入
観
を
持
っ
た
見
方
し
か
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

③　

あ
る
事
柄
に
詳
し
い
立
場
と
し
て
、
調
査
や
研
究
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
に
ば
か
り
気
を
と
ら
れ
て
、
調
査
や
研
究
の
目
的
が
理

解
で
き
な
く
な
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
事
柄
の
属
す
る
分
野
全
体
に
対
し
て
も
、
適
切
な
認
識
が
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

④　

あ
る
事
柄
に
詳
し
い
立
場
と
し
て
、
調
査
や
研
究
を
続
け
て
い
る
う
ち
に
、
そ
こ
で
用
い
る
言
葉
に
ば
か
り
気
を
と
ら
れ
て
、
そ
の
事
柄
自
体
へ
の
関
心
を
失

う
。
さ
ら
に
、
そ
の
事
柄
の
属
す
る
分
野
全
体
に
対
し
て
も
、
否
定
的
な
見
方
し
か
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

⑤　

あ
る
事
柄
に
詳
し
い
立
場
と
し
て
、
人
々
に
繰
り
返
し
知
識
を
伝
え
て
い
る
う
ち
に
、
そ
こ
で
用
い
る
言
葉
に
ば
か
り
気
を
と
ら
れ
て
、
そ
の
事
柄
自
体
へ
の

関
心
を
失
う
。
さ
ら
に
、
そ
の
事
柄
の
属
す
る
分
野
全
体
に
対
し
て
も
、
先
入
観
を
持
っ
た
見
方
し
か
で
き
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。

問
八　

こ
の
文
章
の
特
色
を
説
明
し
た
文
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

17　

。

①　

比
喩
、
倒
置
、
対
句
な
ど
、
読
者
に
驚
き
を
与
え
る
よ
う
な
修
辞
的
な
技
巧
を
多
用
し
て
、
主
張
に
説
得
力
を
与
え
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

②　

同
じ
よ
う
な
主
張
を
く
り
返
し
述
べ
な
が
ら
、
比
喩
や
具
体
例
を
豊
富
に
示
す
こ
と
で
、
そ
の
主
張
を
補
強
し
て
ゆ
く
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

③　
「
真
理
の
殿
堂
」
や
「
金
閣
寺
」
の
よ
う
に
、
壮
麗
な
建
造
物
を
表
す
言
葉
を
多
用
し
て
、
文
章
に
統
一
性
を
感
じ
さ
せ
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

④　

正
反
対
の
主
張
を
交
互
に
述
べ
る
こ
と
で
、
そ
の
い
ず
れ
が
正
し
い
の
か
読
者
に
考
え
さ
せ
、
結
論
に
説
得
力
を
与
え
る
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

⑤　

あ
え
て
読
者
に
違
和
感
を
与
え
る
よ
う
な
表
現
を
盛
り
込
む
こ
と
で
、
結
論
に
つ
な
が
る
論
理
展
開
へ
の
注
目
を
促
す
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
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問
九　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
文
を
、
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
解
答
順
は
問
わ
な
い
。
解
答
番
号
は　

18　

・　

19　

。

①　

あ
る
分
野
の
事
柄
を
人
々
に
紹
介
・
解
説
す
る
職
業
に
就
い
て
い
る
者
が
、
学
校
教
育
の
制
度
に
お
い
て
権
威
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
科

学
的
な
真
理
を
求
め
る
自
由
な
議
論
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

②　

あ
る
分
野
の
事
柄
を
人
々
に
紹
介
・
解
説
す
る
者
は
、
自
分
の
言
葉
遣
い
や
表
現
の
技
術
を
磨
き
、
い
つ
で
も
同
じ
内
容
を
、
誤
解
な
く
読
者
や
聴
衆
に
伝
え

ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く
こ
と
が
、
社
会
か
ら
与
え
ら
れ
た
任
務
で
あ
る
。

③　

あ
る
分
野
の
事
柄
を
人
々
に
紹
介
・
解
説
す
る
職
業
に
就
い
て
い
る
者
は
、
自
分
が
見
慣
れ
て
い
る
対
象
を
、
常
に
新
た
な
視
点
か
ら
見
直
す
努
力
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
非
常
に
難
し
く
、
苦
し
い
こ
と
で
あ
る
。

④　

あ
る
分
野
の
事
柄
を
人
々
に
紹
介
・
解
説
す
る
者
が
、
自
分
の
価
値
判
断
ま
で
読
者
や
聴
衆
に
押
し
つ
け
る
こ
と
も
、
逆
に
読
者
や
聴
衆
が
そ
の
者
に
過
度
な

信
頼
を
寄
せ
る
こ
と
も
、
と
も
に
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

⑤　

あ
る
分
野
の
事
柄
を
人
々
に
紹
介
・
解
説
す
る
職
業
に
就
い
て
い
る
者
は
、
人
々
が
正
確
な
知
識
を
獲
得
し
、
適
切
な
思
考
法
を
身
に
着
け
る
こ
と
こ
そ
が
、

社
会
全
体
の
発
展
に
つ
な
が
る
こ
と
を
認
識
す
る
べ
き
で
あ
る
。

⑥　

あ
る
分
野
の
事
柄
を
人
々
に
紹
介
・
解
説
す
る
者
は
、
学
校
教
育
や
参
考
書
で
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
知
識
を
読
者
や
聴
衆
に
伝
え
る
た
め
に
、
い
つ
も

さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
足
を
運
び
、
多
く
の
特
殊
な
経
験
を
積
ん
で
い
る
。
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〔
選
択
問
題
〕〈
現
代
文
〉
か
〈
古
文
〉
か
の
、
ど
ち
ら
か
を
選
択
し
て
、
一
方
の
み
答
え
な
さ
い
。

〔
二
〕〈
現
代
文
〉
次
の
文
章
は
、
歌
人
で
あ
る
藤
原
龍
一
郎
が
俳
句
雑
誌
に
寄
稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

短
歌
と
俳
句
の
差
異
を
考
え
る
と
き
に
、
い
ち
ば
ん
説
明
し
や
す
い
の
は
、
喜
怒
哀
楽
を
文
学
的
に
詠
み
込
め
る
の
が
短
歌
、
そ
れ
を
入
れ
ず
に
言
葉
の
背
後
に
象
徴

的
に
沈
め
る
の
が
俳
句
と
い
う
言
い
方
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
異
論
は
あ
る
だ
ろ
う
し
、
別
の
ふ
さ
わ
し
い
表
現
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
私
の
中
の
理
解

と
し
て
、
こ
の
よ
う
に
考
え
、
他
者
に
説
明
す
る
必
要
が
生
じ
た
と
き
に
は
、
こ
れ
を
ベ
ー
ス
と
し
て
語
る
よ
う
に
心
が
け
て
い
る
。

私
自
身
が
ど
の
よ
う
に
短
歌
に
魅ひ

か
れ
た
の
か
を
考
え
て
み
て
も
、
や
は
り
、
定
型
詩
で
あ
り
な
が
ら
、
喜
怒
哀
楽
の
表
現
が
く
っ
き
り
と
で
き
る
と
い
う
短
歌
の
特

性
に
反
応
し
て
い
た
の
だ
と
思
う
。

五
月
祭
の
汗
の
靑（

青
）年　

病
む
わ
れ
は
火
の
ご
と
き
孤
獨（

独
）も

ち
て
へ
だ
た
る 

 

塚つ
か

本も
と

邦く
に

雄お

鰯（
い
わ
し
ぐ
も
）
雲
北
に
か
が
や
き
こ
こ
ろ
い
た
し
結
核
家
系
わ
れ
に
て
終
は
る 

 
 

滝
沢　

亘わ
た
る

亡
き
母
の
真
赤
な
櫛

（
く
し
）で
梳（

す
）き
や
れ
ば
山

（
や
ま
ば
と
）
鳩
の
羽
毛
抜
け
や
ま
ぬ
な
り  

 

寺
山
修
司

ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
と
十
指
つ
め
た
く
展

（
ひ
ら
）き
を
り
水
煙
り
す
る
雨
の
夜
明
け
は 

 

春
日
井
建

血
と
雨
に
ワ
イ
シ
ャ
ツ
濡
れ
て
い
る
無
援
ひ
と
り
へ
の
愛
う
つ
く
し
く
す
る 

 

岸
上
大
作

そ
の
日
か
ら
き
み
み
あ
た
ら
ぬ
仏
文
の　

二
月
の
花
と
い
え
ヒ
ヤ
シ
ン
ス 

 

福
島
泰
樹

春
の
さ
か
り
も
す
ば
や
し
そ
し
て
霧
雨
の
ア
デ
ン
に
発（

た
）ち
て
す
で
に
は
る
け
し  

三さ
い
ぐ
さ枝
昻た

か

之ゆ
き

こ
れ
ら
は
初
学
の
頃
の
私
が
、「
短
歌
っ
て
い
い
な
あ
、
凄す

ご

い
な
あ
」
と
思
っ
た
歌
の
数
々
だ
。
読
ん
で
い
た
だ
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
歌
の
根
幹
は
喜
怒
哀
楽
の
グ
ラ

デ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
。

塚
本
邦
雄
の
歌
に
は
メ
ー
デ
ー
の
行
進
を
す
る
健
康
な
若
者
へ
の
灼や

け
つ
く
嫉
妬
の
感
情
が
あ
る
。
次
の
滝
沢
亘
は
結
核
患
者
で
あ
り
、
喀か

っ
け
つ血
に
よ
る
窒
息
で
亡
く
な

っ
た
。
掲
出
歌
は
諦
念
に
見
え
る
が
、
そ
の
底
に
は
何
故
に
自
分
が
死
な
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
と
い
う
強
い
憤ふ

ん

怒ぬ

と
怨え

ん

嗟さ

が
あ
る
。
こ
れ
は
第
一
歌
集
『
白
鳥
の

歌
』
の
巻
頭
歌
だ
。
他
の
作
に
は
、
ス
ト
レ
プ
ト
マ
イ
シ
ン
と
い
う
特
効
薬
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
病
状
が
進
行
し
す
ぎ
て
い
て
、
そ
の
薬
を
使
っ
て
も
治
癒
し
な

い
と
い
う
怨
念
、
死
の
側
に
取
り
残
さ
れ
る
者
の
怒
り
が
み
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。

寺
山
修
司
の
一
首
は
、
母
と
故
郷
の
風
土
、
つ
ま
り
血
縁
と
地
縁
に
が
ん
じ
が
ら
め
に
さ
れ
て
い
る
孤
独
な
精
神
の
孤
絶
と
恐
怖
が
詠う

た

わ
れ
て
い
る
。
春
日
井
建
の
歌

（
1
）

（
2
）

（
注
1
）

（
注
2
）



国 ― 14

に
は
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
の
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』
と
い
う
背
景
が
あ
る
。
そ
れ
は
不
毛
の
同
性
愛
へ
の
む
な
し
い
憧
憬
が
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。

次
の
岸
上
大
作
は
「
恋
と
革
命
に
敗
れ
た
」
と
の
遺
書
を
残
し
て
、
一
九
六
〇
年
十
二
月
に
二
十
一
歳
で
自
死
し
た
歌
人
。
学
生
運
動
の
高
揚
の
中
で
の
片
想お

も

い
の
恋

情
を
清
潔
な
抒じ

ょ

情じ
ょ
う

性
で
詠
い
あ
げ
て
い
る
。
青
春
の
歌
だ
。
こ
の
高
揚
が
ま
も
な
く
挫
折
か
ら
絶
望
へ
至
り
、
自
死
な
る
結
末
を
迎
え
る
と
思
え
ば
、
こ
れ
ほ
ど
悲
痛

な
思
い
も
な
い
。

福
島
泰
樹
は
今
も
な
お
、
短
歌
絶
叫
と
い
う
固
有
の
方
法
で
、
肉
声
に
よ
る
歌
の
伝
達
を
続
け
て
い
る
。
掲
出
歌
は
そ
の
福
島
泰
樹
の
第
一
歌
集
の
一
首
。
一
九
六
六

年
の
い
わ
ゆ
る
第
二
次
早
稲
田
闘
争
を
主
題
と
し
た
歌
集
で
、
女
性
闘
士
で
あ
っ
た
同
志
の
姿
を
「
仏
文
の
二
月
の
花
」「
ヒ
ヤ
シ
ン
ス
」
と
詠
う
凜り

り々

し
い
み
ず
み
ず

し
さ
が
魅
力
で
あ
る
。

三
枝
昻
之
の
歌
は
本
格
的
な
学
生
運
動
終し

ゅ
う

焉え
ん

後
の
挫
折
感
を
、
日
本
を
脱
出
し
た
か
つ
て
の
同
志
へ
の
遠
望
を
エ
ー
ル
と
し
て
詠
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
短
歌
の
特
性
、
魅
力
の
底
に
は
喜
怒
哀
楽
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
ま
ぎ
れ
も
な
く
存
在
し
て
い
る
。
つ
き
つ
め
れ
ば
そ
れ
が
短
歌
の
根
源
で
あ
り
、
比
類

の
な
い
魅
力
な
の
だ
と
思
う
。

こ
ん
ど
は
具
体
的
に
短
歌
と
俳
句
の
比
較
を
し
て
み
る
。
寺
山
修
司
は
、
少
年
時
代
か
ら
俳
句
を
つ
く
り
、
や
が
て
短
歌
研
究
新
人
賞
を
受
賞
し
て
、
短
歌
を
メ
イ
ン

の
表
現
行
為
と
し
た
の
だ
が
、
作
品
の
中
に
は
同
一
素
材
の
俳
句
と
短
歌
が
存
在
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
こ
の
よ
う
に
。

ラ
グ
ビ
ー
の
頰
傷
ほ
て
る
海
見
て
は 

 
 

 

　
　
　
　

寺
山
修
司

ラ
グ
ビ
ー
の
頰
傷
は
野
で
癒
ゆ
る
べ
し
自
由
を
す
で
に
怖（

お
）じ
ぬ
わ
れ
ら
に　
　
　

寺
山
修
司

テ
ー
ブ
ル
の
上
の
荒
野
に
百
語
の
雨
季

テ
ー
ブ
ル
の
上
の
荒
野
を
さ
む
ざ
む
と
見
下
す
の
み
の
劇
の
再
会

ラ
グ
ビ
ー
の
頰
傷
の
句
と
歌
。
ど
ち
ら
も
テ
ー
マ
は
青
春
。
俳
句
は
余
分
な
言
葉
を
排
し
て
、
頰
傷
の
火
照
り
と
海
の
配
合
の
み
で
、
一
句
の
中
の
若
い
「
私
」
を
シ

ン
ボ
ラ
イ
ズ
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
作
者
の
思
い
、
匂
う
よ
う
な
青
春
性
は
伝
わ
っ
て
く
る
。

一
方
の
短
歌
は
短
歌
の
中
の
「
私
」
の
性
格
設
定
ま
で
踏
み
込
ん
で
い
る
。
一
首
目
の
「
癒
ゆ
る
べ
し
」
に
す
で
に
俳
句
に
は
な
じ
ま
な
い
感
情
が
入
っ
て
い
る
。
そ

し
て
下
の
句
の
「
自
由
を
す
で
に
怖
じ
ぬ
わ
れ
ら
に
」
で
、「
私
」
の
性
格
に
深
み
を
付
与
し
て
い
る
。
喜
怒
哀
楽
の
「
喜
」
で
あ
る
。

次
の
「
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
荒
野
」
の
句
と
歌
。
キ
ー
ワ
ー
ド
が
す
で
に
過
剰
な
ま
で
に
詩
的
熱
量
が
強
い
。
そ
こ
で
俳
句
は
「
百
語
の
雨
季
」
と
い
う
暗
喩
を
そ
の
ま

ま
ぶ
つ
け
て
い
る
。
写
生
の
技
法
で
は
歯
が
た
た
ぬ
場
合
、
一
句
全
体
を
暗
喩
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
技
法
で
あ
る
。
短
歌
の
方
で
は
な
ぜ
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
荒
野
が
あ

る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、「
劇
の
再
会
」
と
説
明
し
て
い
る
。「
さ
む
ざ
む
と
見
下
す
の
み
」
と
い
う
の
は
演
出
の
上
で
「
哀
感
」
を
あ
ら
わ
す
感
情
表
現
だ
ろ
う
。

（
注
3
）

（
注
4
）

（
注
5
）

（
ア
）

（
イ
）
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も
う
一
つ
私
自
身
の
作
品
で
説
明
し
て
み
る
。

キ
オ
ス
ク
に
夕
刊
買
う
や
春
の
雨 

 
 

 

　

   

藤
原
龍
一
郎

タ
ブ
ロ
イ
ド
版
夕
刊
紙
買
う
た
め
に
コ
イ
ン
を
探
る
指
の
さ
び
し
さ　
　
　

藤
原
龍
一
郎

キ
オ
ス
ク
で
日
刊
ゲ
ン
ダ
イ
や
夕
刊
フ
ジ
と
い
っ
た
夕
刊
紙
を
買
う
こ
と
は
私
の
日
常
に
は
よ
く
あ
る
。
俳
句
の
方
は
行
為
だ
け
を
写
生
し
て
、
お
り
し
も
降
り
出
し

た
春
の
雨
を
季
語
と
し
て
配
合
し
て
い
る
。
雨
の
日
の
新
聞
紙
の
湿
り
の
感
覚
ま
で
伝
わ
っ
て
く
れ
れ
ば
成
功
で
あ
る
。

短
歌
の
方
で
は
私
の
心
理
を
中
心
に
構
成
し
て
あ
る
。
コ
イ
ン
や
指
を
提
示
し
た
上
で
「
さ
び
し
さ
」
で
締
め
る
。
ま
さ
に
「
哀
感
」
の
言
語
化
。
こ
こ
に
俳
句
と
短

歌
、
二
つ
の
詩
形
の
差
異
が
明
確
に
出
て
い
る
。「
さ
び
し
さ
」
は
俳
句
で
は
む
き
出
し
で
は
使
え
な
い
。
短
歌
で
は
た
め
ら
い
な
く
使
え
る
し
、
実
際
、
使
っ
て
い
る
。

ち
る
さ
く
ら
海
あ
を
け
れ
ば
海
へ
ち
る　
　
　

高た
か

屋や

窓そ
う

秋
し
ゅ
う

春
ひ
と
り
槍

（
や
り
）投
げ
て
槍
に
歩
み
寄
る　
　
　

  

能の

村む
ら

登と
し
ろ
う

四
郎

く
ち
な
し
の
花
カ
ー
ソ
ル
の
点
滅
す　
　
　
　

榮さ
か
え　

猿
丸

梅
雨
寒
や
理
工
学
部
の
長
廊
下　
　
　
　
　
　

髙た
か

柳や
な
ぎ

克
弘

私
の
好
き
な
俳
句
だ
が
、
ど
の
句
も
「
さ
び
し
い
」
と
言
わ
ず
に
「
さ
び
し
さ
」
を
表
現
し
得
て
い
る
。
こ
れ
が
俳
句
の
特
性
で
あ
り
、
際
立
っ
た
詩
的
生
理
な
の
だ

と
思
う
。

わ
か
っ
て
も
ら
え
る
だ
ろ
う
か
。
短
歌
と
俳
句
の
ど
ち
ら
が
優
れ
て
い
る
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
、
詩
の
形
式
と
し
て
の
機
能
と
生
理
が
異
な
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。

私
は
自
分
の
饒じ

ょ
う

舌ぜ
つ

を
受
け
止
め
さ
せ
る
詩
形
と
し
て
短
歌
を
選
ん
で
い
る
。
私
の
喜
怒
哀
楽
を
淡
彩
か
ら
濃
密
ま
で
短
歌
は
表
現
と
し
て
成
立
さ
せ
て
く
れ
る
。
感

情
語
を
抜
き
に
し
て
、
し
か
し
、
作
者
の
心
情
を
暗
喩
と
し
て
伝
え
得
る
俳
句
は
、
言
わ
ば
「
沈
黙
は
金
」
の
詩
形
で
あ
る
。
短
歌
と
俳
句
、
こ
の
二
つ
の
詩
が
歴
史
を

超
え
て
存
在
し
、
し
か
も
、
新
聞
に
短
歌
俳
句
の
投
稿
欄
が
あ
る
よ
う
に
、
国
民
の
表
現
と
し
て
定
着
し
て
い
る
現
実
は
誇
っ
て
よ
い
こ
と
で
は
な
い
か
。
詩
形
の
特
性

を
知
っ
て
、
自
分
の
表
現
意
志
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
方
法
意
識
を
も
っ
て
選
ぶ
、
そ
れ
が
表
現
者
と
し
て
の
矜き

ょ
う

持じ

で
あ
ろ
う
と
思
う
。
そ
し
て
、
願
わ
く
ば
、

選
ば
な
か
っ
た
方
の
詩
形
に
も
目
を
配
り
、
よ
き
読
者
で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

 

（『
抒
情
が
目
に
し
み
る
』
に
よ
る
）

（
注
6
）

（
ウ
）

（
エ
）

（
オ
）（

3
）
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（
注
1
）
仏
文
…
…
フ
ラ
ン
ス
文
学
部
ま
た
は
文
学
科
の
略
称
。

（
注
2
）
ア
デ
ン
…
…
イ
エ
メ
ン
共
和
国
南
西
部
の
港
湾
都
市
。

（
注
3
）
ト
ー
マ
ス
・
マ
ン
…
…  

ド
イ
ツ
出
身
の
小
説
家
（
一
八
七
五
～
一
九
五
五
）。
代
表
作
『
ヴ
ェ
ニ
ス
に
死
す
』（
一
九
一
二
年
）
は
、
栄
誉
に
包
ま
れ
た
男
性
の
大
作
家
が
ヴ
ェ
ネ
ツ

ィ
ア
（
ヴ
ェ
ニ
ス
）
で
出
会
っ
た
美
少
年
へ
の
恋
を
描
い
た
作
品
で
、
ル
キ
ノ
・
ヴ
ィ
ス
コ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
映
画
化
（
一
九
七
一
年
）
も
さ
れ
た
。

（
注
4
）
学
生
運
動
…
…  

大
学
生
を
主
体
と
し
た
社
会
運
動
。
日
本
で
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
、
日
米
安
保
条
約
反
対
闘
争
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
過
激
化
し
た
。
六
〇
年
代
中
頃
に
な
る
と
、
ベ

ト
ナ
ム
戦
争
や
学
内
運
営
も
論
点
と
な
っ
た
が
、
や
が
て
各
大
学
に
お
け
る
大
学
改
革
へ
の
取
り
組
み
が
進
み
、
七
〇
年
代
以
降
は
急
速
に
鎮
静
化
し
た
。

（
注
5
）
第
二
次
早
稲
田
闘
争
…
…
早
稲
田
大
学
で
全
学
的
に
展
開
さ
れ
た
大
学
闘
争
の
う
ち
、
一
九
六
〇
年
代
後
半
に
行
わ
れ
た
も
の
。

（
注
6
）
キ
オ
ス
ク
…
…
駅
構
内
に
あ
る
小
さ
な
売
店
。
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問
一　

傍
線
部
（
1
）「
象
徴
的
に
沈
め
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解

答
番
号
は　

20　

。

①　

現
実
的
な
表
現
よ
り
も
空
想
的
な
表
現
を
選
択
す
る
。

②　

客
観
的
な
表
現
よ
り
も
主
観
的
な
表
現
を
選
択
す
る
。

③　

直
接
的
な
表
現
よ
り
も
暗
示
的
な
表
現
を
選
択
す
る
。

④　

散
文
的
な
表
現
よ
り
も
韻
文
的
な
表
現
を
選
択
す
る
。

⑤　

文
学
的
な
表
現
よ
り
も
絵
画
的
な
表
現
を
選
択
す
る
。

問
二　

傍
線
部
（
2
）「
鰯
雲
北
に
か
が
や
き
こ
こ
ろ
い
た
し
結
核
家
系
わ
れ
に
て
終
は
る
」
と
い
う
短
歌
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

21　

。

①　

末
期
に
美
し
く
鳴
く
と
さ
れ
る
白
鳥
が
北
方
へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
光
景
に
思
い
を
巡
ら
せ
な
が
ら
も
、
ひ
た
す
ら
衰
え
ゆ
く
自
身
の
肉
体
の
醜
さ
は
肯
定
す
る
こ

と
が
で
き
ず
、
た
だ
た
だ
悲
観
的
に
な
っ
て
い
る
。

②　

末
期
の
結
核
を
治
療
で
き
な
い
医
学
の
限
界
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
ひ
と
つ
の
家
系
を
終
わ
ら
せ
て
し
ま
う
と
思
う
と
先
祖
に
申
し
訳
な
く
、

医
療
界
の
現
状
に
対
し
て
失
望
と
怒
り
を
禁
じ
得
な
い
。

③　

肉
親
か
ら
引
き
継
い
だ
結
核
と
い
う
病
に
自
分
が
終
止
符
を
打
て
る
こ
と
に
安
心
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
死
を
前
に
し
た
秋
の
空
の
無む

垢く

な
輝
き
は

痛
々
し
く
、
悲
し
み
と
怒
り
が
湧
き
上
が
っ
て
く
る
。

④　

美
し
い
鰯
雲
が
い
つ
か
消
え
去
る
よ
う
に
、
自
身
も
死
に
よ
っ
て
消
滅
す
る
こ
と
を
受
け
入
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
心
の
奥
底
で
は
病
に
よ
る
死
を
避

け
ら
れ
な
い
人
間
の
運
命
を
嘆
き
悲
し
ん
で
い
る
。

⑤　

や
が
て
自
身
に
訪
れ
る
死
に
は
も
は
や
抵
抗
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
が
、
輝
く
秋
の
雲
の
美
し
さ
を
前
に
し
て
、
あ
ま
り
に
も
早
く
自
身
に
到
来
す
る
死

に
対
し
て
行
き
場
の
な
い
怒
り
や
嘆
き
を
感
じ
て
い
る
。
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問
三　

次
の
文
章
は
、
傍
線
部
（
ア
）
の
俳
句
「
ラ
グ
ビ
ー
の
頰
傷
ほ
て
る
海
見
て
は
」
お
よ
び
（
イ
）
の
短
歌
「
ラ
グ
ビ
ー
の
頰
傷
は
野
で
癒
ゆ
る
べ
し
自
由
を
す
で

に
怖
じ
ぬ
わ
れ
ら
に
」
に
関
し
て
、
国
語
の
授
業
で
話
し
合
っ
た
と
き
の
会
話
で
あ
る
。
Ａ
～
Ｅ
さ
ん
の
発
言
の
う
ち
、
誤
っ
て
い
る
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

22　

。

①　

Ａ
さ
ん
「
ア
の
句
だ
け
ど
、〈
海
見
て
は
〉
を
先
に
読
む
と
散
文
と
同
じ
語
順
に
な
る
か
ら
、
技
法
と
し
て
は
倒
置
法
だ
ね
。
最
後
に
〈
海
見
て
は
〉
が
強
調

さ
れ
る
こ
と
で
、
傷
を
抱
え
る
人
間
の
内
面
が
感
じ
ら
れ
る
と
思
う
。」

②　

Ｂ
さ
ん
「
そ
う
だ
ね
。
ア
の
句
は
、
ラ
グ
ビ
ー
を
し
て
い
る
と
き
に
で
き
た
頬
の
傷
が
、
海
を
見
る
た
び
に
熱
く
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
句
だ
と
思
う
け
ど
、

〈
海
〉
と
い
う
言
葉
が
青
春
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
め
て
い
る
と
思
う
。」

③　

Ｃ
さ
ん
「
イ
の
歌
は
上
句
で
、
頬
の
傷
は
自
然
に
治
る
は
ず
だ
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
言
っ
て
い
る
け
ど
、
下
句
ま
で
読
む
と
、
自
由
で
あ
る
こ
と
に
恐
怖
を

感
じ
る
、
若
者
の
不
安
を
あ
り
の
ま
ま
に
詠
ん
で
い
る
よ
う
だ
ね
。」

④　

Ｄ
さ
ん
「〈
ラ
グ
ビ
ー
の
頰
傷
〉
と
い
う
言
葉
が
共
通
し
て
い
る
け
ど
、
イ
の
歌
に
は
〈
わ
れ
ら
〉
と
い
う
言
葉
が
入
っ
て
い
る
せ
い
か
、
十
代
の
傷
つ
き
や

す
さ
が
集
団
的
・
世
代
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。」

⑤　

Ｅ
さ
ん
「
自
由
に
は
責
任
が
伴
う
と
も
言
う
し
ね
。
少
年
が
大
人
に
な
っ
て
い
く
と
き
の
複
雑
な
感
情
が
く
っ
き
り
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
や
は
り
イ
の

短
歌
の
ほ
う
な
の
か
な
。」
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問
四　

次
の
文
章
は
、
傍
線
部
（
ウ
）「
ち
る
さ
く
ら
海
あ
を
け
れ
ば
海
へ
ち
る
」（
エ
）「
春
ひ
と
り
槍
投
げ
て
槍
に
歩
み
寄
る
」（
オ
）「
梅
雨
寒
や
理
工
学
部
の
長
廊

下
」
と
い
う
俳
句
に
関
し
て
、
国
語
の
授
業
で
話
し
合
っ
た
と
き
の
会
話
で
あ
る
。
Ａ
～
Ｅ
さ
ん
の
発
言
の
う
ち
、
誤
っ
て
い
る
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
一

つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

23　

。

①　

Ａ
さ
ん
「
ウ
の
句
は
、
桜
の
花
が
散
っ
て
い
る
こ
と
、
海
が
青
い
こ
と
し
か
言
っ
て
い
な
い
の
に
、
淋
し
さ
が
感
じ
ら
れ
る
の
は
何
故
な
ん
だ
ろ
う
。
幻
想
的

な
イ
メ
ー
ジ
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ひ
ら
が
な
が
多
い
せ
い
も
あ
る
か
な
。」

②　

Ｂ
さ
ん
「
エ
の
句
だ
け
ど
、
槍
投
げ
は
個
人
競
技
だ
か
ら
、
黙
々
と
練
習
し
て
い
る
の
が
伝
わ
る
ね
。
春
は
明
る
い
季
節
だ
け
ど
、
卒
業
や
ク
ラ
ス
替
え
も
あ

っ
て
淋
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
面
に
似
合
う
気
が
す
る
。」

③　

Ｃ
さ
ん
「
ウ
の
句
で
は
〈
海
〉
や
〈
ち
る
〉
が
、
エ
の
句
で
は
〈
槍
〉
と
い
う
言
葉
が
反
復
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
、
リ
ズ
ム
感
が
出
る
の
に
加
え
て
、
描
か
れ

る
場
面
を
単
純
化
し
て
印
象
づ
け
る
と
い
う
効
果
も
あ
り
そ
う
だ
ね
。」

④　

Ｄ
さ
ん
「
オ
の
句
は
、
切
字
の
〈
や
〉
が
面
白
い
。〈
長
廊
下
〉
が
学
問
の
奥
深
さ
を
象
徴
し
て
い
る
し
、
学
問
を
究
め
よ
う
と
す
る
情
熱
が
あ
れ
ば
、
梅
雨

の
時
期
も
寒
さ
を
吹
き
飛
ば
せ
そ
う
で
滑
稽
味
が
あ
る
ね
。」

⑤　

Ｅ
さ
ん
「
ウ
や
エ
の
句
と
違
っ
て
、
オ
の
句
に
は
動
詞
が
な
く
て
ほ
と
ん
ど
名
詞
だ
け
で
構
成
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
季
節
と
場
所
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
た

だ
け
な
の
に
、
人
間
の
感
情
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
か
ら
不
思
議
だ
な
あ
。」
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問
五　

傍
線
部
（
3
）「
自
分
の
饒
舌
を
受
け
止
め
さ
せ
る
詩
形
と
し
て
短
歌
を
選
ん
で
い
る
」
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

24　

。

①　

こ
れ
ま
で
に
短
歌
と
俳
句
の
両
方
に
触
れ
て
き
た
経
験
を
も
つ
筆
者
の
原
点
は
、
若
い
頃
に
出
会
っ
た
短
歌
に
お
け
る
感
情
表
現
の
豊
か
さ
と
強
烈
さ
で
あ
り
、

そ
れ
ら
に
憧
れ
を
抱
く
気
持
ち
は
、
今
も
ま
っ
た
く
変
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
。

②　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
短
歌
と
俳
句
の
両
方
に
触
れ
て
き
た
経
験
か
ら
、
感
情
を
剥
き
出
し
で
表
現
で
き
な
い
俳
句
と
い
う
形
式
に
も
ど
か
し
さ
を
感
じ
る
よ
う

に
な
り
、
い
つ
し
か
短
歌
の
ほ
う
が
優
れ
て
い
る
と
心
の
奥
で
は
思
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。

③　

筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
短
歌
と
俳
句
の
両
方
に
触
れ
て
き
た
経
験
か
ら
、
感
情
の
機
微
を
直
接
的
に
表
現
し
た
い
と
い
う
自
身
の
意
志
に
と
っ
て
、
俳
句
よ
り
も

短
歌
の
ほ
う
が
方
法
と
し
て
適
し
た
詩
型
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

④　

こ
れ
ま
で
に
短
歌
と
俳
句
の
両
方
に
触
れ
て
き
た
筆
者
に
と
っ
て
、
俳
句
は
出
来
事
の
単
純
な
写
生
や
季
語
の
選
択
に
と
ど
ま
っ
て
し
ま
う
た
め
、
心
理
を
中

心
に
構
成
で
き
る
短
歌
の
ほ
う
が
複
雑
で
奥
深
い
と
感
じ
ら
れ
る
か
ら
。

⑤　

こ
れ
ま
で
に
短
歌
と
俳
句
の
両
方
に
触
れ
て
き
た
筆
者
は
、
両
者
の
詩
型
の
あ
い
だ
に
優
劣
が
な
い
こ
と
を
確
信
し
た
結
果
、
感
情
を
よ
り
複
雑
に
表
現
で
き

る
短
歌
の
ほ
う
が
自
身
の
生
理
に
合
っ
て
い
る
と
感
じ
て
い
る
か
ら
。

問
六　

本
文
に
は
「
短
歌
と
俳
句
の
差
異
、
そ
し
て
魅
力
」
と
い
う
表
題
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
作
者
が
考
え
る
「
差
異
」
や
「
魅
力
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も

の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

25　

。

①　

短
歌
が
根
源
的
に
有
し
て
い
る
抒
情
性
は
本
質
的
に
俳
句
に
な
じ
ま
な
い
が
、
俳
句
に
は
季
節
の
変
化
に
心
情
を
語
ら
せ
る
と
い
う
魅
力
が
あ
る
。

②　

短
歌
と
俳
句
が
と
も
に
歴
史
を
超
え
て
国
民
的
な
表
現
と
し
て
定
着
し
た
短
詩
で
あ
る
こ
と
は
、
国
内
外
に
向
か
っ
て
誇
る
べ
き
共
通
の
魅
力
で
あ
る
。

③　

短
歌
と
俳
句
の
双
方
を
見
比
べ
る
と
、
感
情
の
表
現
方
法
の
本
質
的
な
差
異
に
気
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
魅
力
が
い
っ
そ
う
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

④　

短
歌
は
非
日
常
的
な
瞬
間
を
、
俳
句
は
日
常
的
な
瞬
間
を
切
り
取
る
こ
と
で
、
読
者
を
空
想
的
な
世
界
へ
誘
う
こ
と
が
両
者
の
共
通
の
魅
力
で
あ
る
。

⑤　

短
歌
と
俳
句
は
素
材
や
表
現
の
上
で
差
異
が
あ
る
も
の
の
、
と
も
に
手
軽
な
文
芸
創
作
を
日
常
に
も
た
ら
し
て
く
れ
る
魅
力
的
な
国
民
文
学
で
あ
る
。
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〔
二
〕〈
古
文
〉
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

昔
、
殿
上
の
を
の
こ
ど
も
、
花
見
む
と
て
東
山
に
お
は
し
た
り
け
る
に
、
俄に

は
か

に
心
な
き
雨
の
ふ
り
て
、
人
々
、
げ
に
騒
ぎ
た
ま
へ
り
け
る
が
、
実さ

ね

方か
た

の
中
将
、
い
と

騒
が
ず
、
木
の
も
と
に
寄
り
て
、
か
く
、

　

さ
く
ら
が
り
雨
は
ふ
り
来 

ぬ 

お
な
じ
く
は
濡ぬ

る
と
も
花
の
か
げ
に
く
ら
さ
む 

 

と
よ
み
て
、
か
く
れ
た
ま
は
ざ
り
け
れ
ば
、
花
よ
り
漏
り
く
だ
る
雨
に
さ
な
が
ら
濡
れ
て
、
装
束
し
ぼ
り
か
ね
は
べ
り
。
こ
の
こ
と
、
興
あ
る
こ
と
に
、
人
々
、
思
ひ
あ

は
れ
け
り
。

ま
た
の
日
、
斉た

だ

信の
ぶ

の
大
納
言
、
主
上
に
「
か
か
る
お
も
し
ろ
き
事
の
は
べ
り
し
。」
と
奏
せ
ら
れ
け
る
に
、
行ゆ

き

成な
り

、
そ
の
時
、
蔵く

ら
う
ど
の
と
う

人
頭
に
て
お
は
し
け
る
が
、「
歌
は

お
も
し
ろ
し
。
実
方
は
を
こ
な
り
。」
と
の
た
ま
ひ
て
け
り
。
こ
の
言
葉
を
実
方
、
漏
れ
聞
き
た
ま
ひ
て
、
ふ
か
く
恨
み
を
ふ
く
み
た
ま
ふ
と
ぞ
聞
こ
え
は
べ
る
。

 

（『
撰
集
抄
』
に
よ
る
）

（
注
1
）
実
方
の
中
将
…
…  

藤
原
実
方
。
平
安
時
代
中
期
の
歌
人
。
中
古
三
十
六
歌
仙
の
一
人
。『
古
事
談
』
や
『
十
訓
抄
』
に
、
殿
上
で
藤
原
行
成
と
争
い
、
陸む

つ
の
か
み

奥
守
に
左
遷
さ
れ
た
と
い
う

話
が
見
え
る
。

（
注
2
）
斉
信
の
大
納
言
…
…
藤
原
斉
信
。
平
安
時
代
中
期
の
貴
族
。
一
条
天
皇
の
時
代
に
特
に
秀
才
と
し
て
知
ら
れ
た
四
納
言
の
一
人
。

（
注
3
）
主
上
…
…
そ
の
時
の
天
皇
を
言
う
。
こ
こ
は
一
条
天
皇
を
指
す
か
。

（
注
4
）
行
成
…
…
藤
原
行
成
。
平
安
時
代
中
期
の
貴
族
。
三さ

ん

蹟せ
き

の
一
人
に
数
え
ら
れ
書
家
と
し
て
も
著
名
。
行
成
も
四
納
言
の
一
人
に
数
え
ら
れ
た
。

（
ａ
）

（
注
1
）

（
ア
）
（
イ
）

（
ウ
）

（
注
2
）

（
注
3
）

（
ｂ
）

（
注
4
）

（
エ
）
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問
一　

傍
線
部
（
ａ
）「
心
な
き
雨
の
ふ
り
て
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な

さ
い
。
解
答
番
号
は　

26　

。

①　

人
間
の
気
持
ち
と
は
関
係
な
く
、
自
然
現
象
と
し
て
の
雨
が
降
っ
て
来
た
と
い
う
こ
と
。

②　

意
地
悪
く
も
雨
は
殿
上
人
の
男
達
目
が
け
て
集
中
的
に
降
り
注
い
だ
と
い
う
こ
と
。

③　

花
見
を
満
喫
し
高
ぶ
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
人
々
の
身
体
を
冷
ま
し
て
や
ろ
う
と
、
雨
が
降
っ
た
と
い
う
こ
と
。

④　

残
念
な
こ
と
に
花
見
を
楽
し
ん
で
い
た
殿
上
人
た
ち
の
気
持
ち
を
汲く

ん
で
く
れ
ず
、
雨
が
降
っ
た
と
い
う
こ
と
。

⑤　

高
位
の
殿
上
人
の
男
達
の
花
見
を
阻
ん
で
や
ろ
う
と
、
天
上
の
神
々
が
雨
を
降
ら
せ
た
と
い
う
こ
と
。

問
二　

傍
線
部
（
ｂ
）「
か
か
る
お
も
し
ろ
き
事
の
は
べ
り
し
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
斉
信
の
大
納
言
が
帝
に
奏
上
し
た
の
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て

最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

27　

。

①　

行
成
が
雨
に
ず
ぶ
濡
れ
に
な
る
と
い
う
よ
う
な
滑
稽
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

②　

人
々
の
装
束
に
降
り
か
か
っ
た
雨
が
興
味
深
い
文
様
を
な
す
と
い
う
奇
跡
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

③　

行
成
と
犬
猿
の
仲
で
あ
っ
た
実
方
が
雨
水
を
か
け
ら
れ
る
と
い
う
事
件
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

④　

立
派
な
殿
上
人
達
が
に
わ
か
雨
に
打
た
れ
て
逃
げ
惑
っ
た
と
い
う
騒
動
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

⑤　

雨
に
打
た
れ
な
が
ら
実
方
が
桜
の
下
で
見
事
な
歌
を
詠
ん
だ
と
い
う
心
惹ひ

か
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
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問
三　

傍
線
部
（
ア
）「
来
」
の
読
み
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

28　

。

①　

く
れ

②　

こ

③　

く

④　

き
た
り

⑤　

き

問
四　

傍
線
部
（
イ
）「
お
な
じ
く
は
濡
る
と
も
花
の
か
げ
に
く
ら
さ
む
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。

解
答
番
号
は　

29　

。

①　

桜
の
花
も
濡
れ
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
私
も
一
緒
に
濡
れ
て
あ
げ
よ
う
。

②　

ど
う
せ
濡
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
せ
め
て
桜
の
木
陰
に
休
ら
う
こ
と
に
し
よ
う
。

③　

人
は
仮
初
め
の
世
に
生
き
て
い
る
の
だ
か
ら
つ
か
の
間
の
花
見
を
楽
し
ん
で
生
き
て
行
こ
う
。

④　

濡
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
ど
う
し
て
桜
の
下
で
雨
宿
り
を
し
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

⑤　

同
じ
く
濡
れ
る
の
で
あ
れ
ば
満
開
の
桜
の
下
に
来
た
瞬
間
に
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
て
し
ま
い
た
い
。
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問
五　

傍
線
部
（
ウ
）「
し
ぼ
り
か
ね
」
の
主
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

30　

。

①　

殿
上
の
を
の
こ
ど
も

②　

人
々

③　

実
方
の
中
将

④　

斉
信
の
大
納
言

⑤　

主
上

⑥　

行
成

問
六　

傍
線
部
（
エ
）「「
歌
は
お
も
し
ろ
し
。
実
方
は
を
こ
な
り
。」
と
の
た
ま
ひ
て
け
り
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の

を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

31　

。

①　

実
方
の
詠
ん
だ
歌
に
は
敬
服
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
歌
に
自
信
の
な
い
行
成
は
あ
ま
り
に
賞
賛
す
る
の
も
悔
し
い
た
め
、
実
方
は
常
日
頃
の
言
動
に
問
題
が

あ
り
ま
す
と
、
天
皇
に
告
げ
口
し
た
と
い
う
こ
と
。

②　

行
成
は
実
方
の
歌
に
高
度
な
レ
ト
リ
ッ
ク
が
駆
使
さ
れ
て
お
り
申
し
分
な
い
と
思
っ
た
が
、
一
方
で
は
逃
げ
遅
れ
て
ず
ぶ
濡
れ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
実
方
の
愚

鈍
さ
に
あ
き
れ
果
て
て
し
ま
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

③　

実
方
は
天
皇
が
激
賞
さ
れ
る
ほ
ど
の
立
派
な
歌
を
詠
ん
だ
の
だ
が
、
そ
の
反
面
で
は
雨
に
ぐ
っ
し
ょ
り
と
濡
れ
て
し
ま
っ
た
仲
間
の
殿
上
人
の
こ
と
を
顧
み
ず
、

人
と
し
て
の
情
け
は
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
と
、
行
成
は
落
胆
し
た
と
い
う
こ
と
。

④　

行
成
は
「
さ
く
ら
が
り
」
の
歌
を
素
晴
ら
し
い
歌
だ
と
評
価
し
て
い
る
も
の
の
、
歌
の
内
容
そ
の
ま
ま
に
桜
の
木
の
下
で
雨
に
ぐ
っ
し
ょ
り
濡
れ
て
し
ま
っ
た

の
は
馬
鹿
げ
て
い
る
と
、
実
方
の
行
動
に
は
理
解
を
示
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

⑤　

実
方
の
詠
歌
は
興
味
深
い
と
、
書
家
と
し
て
既
に
名
声
を
得
て
い
る
行
成
も
感
心
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
や
は
り
武
官
の
中
将
だ
か
ら
武
骨
さ
を
も
あ
わ
せ

て
備
え
て
い
な
く
て
は
栄
達
が
望
め
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
実
方
の
将
来
を
懸
念
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
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問
七　
『
撰
集
抄
』
と
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
番
号
は　

32　

。

①　
『
古
今
著
聞
集
』

②　
『
新
古
今
和
歌
集
』

③　
『
と
は
ず
が
た
り
』

④　
『
平
治
物
語
』

⑤　
『
方
丈
記
』




