
国
　
　
　
語

1
　
問
題
は 
　
　
か
ら 

　
　
ま
で
で
、
16
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　
ま
た
、
解
答
用
紙
は
両
面
に
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

2
　
検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

3
　
声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

4
　
答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、

　
解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

5
　
答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

　
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
答
え
に
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
、
や

　
。
や
「 

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と
数
え
な
さ
い
。

6
　
答
え
を
記
述
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

7
　
答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き

　
な
さ
い
。

8
　
受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の
　
　 
の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

9
　
解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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 1 

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

⑴　

話
す
こ
と
で
真
率
な
人
柄
が
感
じ
ら
れ
る
。

　
⑵　

甲
高
い
声
が
響
き
わ
た
る
。

⑶　

唐
の
中
葉
に
活
躍
し
た
詩
人
。

⑷　

悔
し
さ
に
地
団
駄
を
踏
む
。

⑸　

謹
厳
実
直
な
人
物
だ
。

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で
書
け
。

⑴　

誤
っ
た
考
え
を
ゲ
ン
カ
に
否
定
す
る
。

⑵　

己
の
ナ
マ
ビ
ョ
ウ
ホ
ウ
を
改
め
、
努
力
を
続
け
て
い
く
。

⑶　

イ
サ
イ
は
後
日
連
絡
す
る
。

⑷　

今
は
カ
キ
ュ
ウ
的
速
や
か
に
行
動
す
る
べ
き
だ
。

　
⑸　

原
点
に
カ
イ
キ
し
て
再
出
発
す
る
。

１

２
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 2 

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

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

　

こ
の
ま
ま
絵
師
と
し
て
進
む
か
に
迷
い
を
感
じ
て
い
た
青あ
お

山や
ま

（「
僕
」）
は
、
水

墨
画
の
師
、
湖こ

山ざ
ん

か
ら
古
い
筆
を
手
渡
さ
れ
、
そ
れ
を
携
え
て
湖
山
の
山
荘
に
赴

く
。
そ
こ
は
、
湖
山
の
高
弟
で
天
才
的
な
技
巧
を
誇
っ
た
斉さ

い

藤と
う

湖こ

栖せ
い

が
、
絵
に
行

き
づ
ま
り
を
感
じ
、
自
己
の
絵
を
厳
し
く
見
つ
め
直
す
た
め
に
身
を
置
い
て
い
る

場
だ
っ
た
。斉
藤
の
思
い
に
触
れ
た
青
山
は
、山
荘
前
の
湖
の
風
景
を
描
き
始
め
る
。

絵
は
次
の
形
に
移
り
始
め
た
。
そ
ろ
そ
ろ
頃
合
い
だ
。
僕
は
薄う

す

墨ず
み

に
穂
先
を
浸
し
、

中な
か

墨ず
み

を
軽
く
吸
い
、
濃こ

墨ず
み

を
硯す

ず
りか

ら
と
っ
た
。
そ
れ
ら
を
軽
く
叩た

た

き
、
筆
を
整
え
な

い
よ
う
に
注
意
し
な
が
ら
調
墨
し
た
。

勝
負
は
次
の
一
線
で
決
ま
る
。

浅
い
息
だ
け
が
聴
こ
え
て
い
た
。
そ
の
ほ
か
の
音
は
、
す
べ
て
消
え
去
り
、
世
界

は
＊画
仙
紙
の
中
に
あ
る
か
の
よ
う
に
白
く
な
っ
た
。

お
よ
そ＊こ
の
筆
は
線
を
引
く
道
具
で
は
な
い
。
四
方
八
方
に
毛
が
散
ら
ば
り
、
線

を
引
こ
う
と
し
た
と
た
ん
に
広
が
り
な
が
ら
、
ば
ら
け
始
め
る
。
細
か
く
も
描
け
な

い
。
小
さ
な
も
の
も
簡
単
に
は
描
け
な
い
。

け
れ
ど
も
、
こ
の
世
界
の
大
き
な
も
の
、
雄
大
な
景
色
を
描
く
な
ら
、
む
し
ろ
こ

ん
な
大
雑
把
な
も
の
が
い
い
。
自
然
は
あ
ら
ゆ
る
細
部
を
、
そ
れ
を
動
か
す
大
き
な

力
に
従
っ
て
創
り
上
げ
て
い
く
。

混こ
ん

沌と
ん

を
清
ら
か
な
意
思
と
大
き
な
力
で
用
い
る
と
き
、
自お

の

ず
か
ら
、
線
は
美
を
作

り
上
げ
る
。

手
は
ゆ
っ
く
り
と
動
い
た
。
身
体
も
角
度
を
静
か
に
見
定
め
る
。

僕
は
数
秒
後
の
未
来
の
自
分
の
動
き
を
予
測
す
る
。
身
体
の
動
き
を
、
何
度
も
意

識
し
、
線
と
律
動
を
予
知
し
続
け
る
。
呼
吸
は
、
そ
の
一
秒
に
も
満
た
な
い
未
来
に

向
か
っ
て
重
な
っ
て
い
く
。

「
描
こ
う
な
ん
て
思
う
な
。」
と
、
何ど

処こ

か
か
ら
声
が
聞
こ
え
た
。
湖
山
先
生
の
言
葉

だ
っ
た
。

先
生
は
あ
の
と
き
そ
う
言
っ
た
。

描
こ
う
な
ん
て
思
う
な
。

⑴
筆
に
言
葉
が
刻
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。 

い
ま
描
こ
う
な
ど
と
思
っ
て
は

い
け
な
い
。
描
こ
う
と
意
識
す
る
こ
と
で
、
描
こ
う
と
す
る
意
志
だ
け
が
描
か
れ 

て
し
ま
う
。
今
な
ら
そ
れ
が
分
か
る
。
焦あ

せ

り
を
以も

っ
て
描
け
ば
焦
り
が
、
哀か

な

し
み 

を
以
っ
て
描
け
ば
哀
し
み
が
、
喜
び
を
以
っ
て
描
け
ば
、
喜
び
が
筆
致
に
表
れ
る
。

欲
が
出
れ
ば
、
線
は
死
ぬ
。

で
は
、
心
が
何
も
思
わ
な
け
れ
ば
、
何
が
描
け
る
の
か
。

何
も
思
わ
な
い
と
き
、
何
が
あ
ら
わ
れ
る
の
か
。

そ
の
先
に
言
葉
が
な
い
こ
と
に
気
づ
く
と
、
目
の
前
に
白
い
壁
が
現
れ
た
。
何
も

見
え
な
い
。
真
っ
白
な
壁
だ
。
音
も
光
も
空
気
も
気
配
も
な
い
。

た
だ
の
白
が
そ
こ
に
あ
っ
た
。
そ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
黒
か
も
し
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
に
つ
い
て
思
う
こ
と
も
、
も
う
止や

め
た
。

最
後
に
息
だ
け
が
聴
こ
え
た
。

身
体
の
重
さ
が
床
に
向
か
っ
て
落
下
す
る
刹せ

つ

那な

、
手
か
ら
意
識
が
消
え
た
。

急
激
に
視
界
が
開
か
れ
、身
体
が
一
本
の
線
に
な
っ
た
。
他
の
も
の
は
何
も
な
い
。

た
だ
一
本
の
線
の
印
象
が
あ
っ
た
。
そ
れ
が
僕
に
な
っ
た
。
手
は
そ
の
閃ひ

ら
めき

と
同
時

に
動
き
、
紙
面
を
擦
り
な
が
ら
描
か
れ
る
一
筆
の
き
ら
め
き
に
変
わ
っ
た
。

湖
面
が
引
か
れ
て
い
く
。

画
面
か
ら
、
自
分
の
心
に
向
か
っ
て
。

自
ら
の
内
側
に
向
か
っ
て
、
線
は
引
か
れ
て
い
く
。
線
は
僕
の
内
側
に
向
か
い
、

消
え
て
い
く
。

そ
こ
に
森
羅
万
象
が
あ
る
。

何
度
も
繰
り
返
し
、
そ
れ
に
触
れ
る
た
め
に
描
き
続
け
る
の
だ
。
他
の
あ
ら
ゆ
る

こ
と
は
、
こ
の
線
に
従
い
な
が
ら
決
め
ら
れ
て
い
く
。
運
命
と
は
こ
の
流
れ
の
こ
と

 3
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 3 

だ
。
そ
の
人
が
生
き
、
思
い
、
関
わ
っ
て
い
く
命
の
つ
ら
な
り
の
こ
と
だ
。
⑵
僕
の

中
に
線
が
あ
っ
た
。 

僕
は
線
を
思
い
描
い
た
。

僕
は
出で

逢あ

っ
た
す
べ
て
を
引
き
込
む
よ
う
に
、
そ
の
線
を
引
い
た
。

そ
し
て
、
描
き
尽
く
す
と
、
僕
の
内
側
に
あ
る
線
は
消
え
た
。
消
え
た
線
は
、
紙

面
に
描
出
さ
れ
て
い
た
。

散
ら
ば
っ
て
い
く
毛
先
は
、
画
仙
紙
の
上
で
、
墨
を
吐
き
出
し
な
が
ら
輝
い
て
い

く
。
汚
さ
れ
て
輝
く
な
ん
て
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
滑こ

っ

稽け
い

だ
な
と
も
思
っ
た
。
ど
こ

か
哀
し
く
て
、
切
な
い
。
そ
れ
で
も
生
き
る
こ
と
は
、
何
か
を
失
い
な
が
ら
輝
く
こ

と
な
の
だ
と
、
線
を
動
か
し
な
が
ら
思
っ
た
。

一
筆
が
終
わ
る
と
、
も
う
一
度
墨
を
継
ぎ
、
手
前
の
湖
面
を
描
い
た
。
湖
面
の
上

に
さ
ら
に
湖
面
が
重
ね
ら
れ
、
さ
ざ
波
が
映
る
。
風
が
こ
ち
ら
ま
で
吹
い
て
く
る
。

奥
に
吹
い
た
風
が
、
こ
ち
ら
に
戻
っ
て
き
た
か
の
よ
う
だ
っ
た
。

僕
は
そ
の
ま
ま
ば
ら
け
た
穂
先
で
薄
墨
だ
け
を
含
ま
せ
て
、
奥
側
の
木こ

立だ
ち

の
上
方

を
、
さ
っ
と
払
っ
た
。
す
る
と
、
木
立
の
天
に
山
が
で
き
あ
が
っ
た
。
た
っ
た
数
筆

で
山
脈
は
生
ま
れ
た
。
遠
景
の
さ
ら
に
向
こ
う
に
は
、
湖
畔
を
見
守
る
よ
う
に
淡
い

山
脈
が
そ
び
え
た
っ
て
い
る
。
こ
ん
な
に
大
き
な
も
の
が
、
い
と
も
容た

や
す易

い
。
返
す

筆
で
、
湖
面
の
中
に
映
り
込
む
山
脈
を
、
不
均
一
に
描
き
足
し
、
小
さ
な
点
を
加
え

て
細
部
を
整
え
た
。

ま
た
立
ち
上
が
り
、
遠
く
か
ら
絵
を
眺
め
た
。
心
の
内
側
に
映
る
景
色
は
、
動
き

を
止
め
始
め
、
絵
の
景
色
に
被か

ぶ

さ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
何
も
せ
ず
、
見
つ
め
る
こ
と

が
今
は
必
要
だ
と
思
い
、
手
を
止
め
て
い
た
。
な
ぜ
そ
ん
な
こ
と
を
思
う
の
か
と
、

考
え
て
い
る
と＊
西に

し

濱は
ま

さ
ん
の
顔
を
思
い
出
し
た
。

そ
う
か
、
彼
が
教
え
て
く
れ
た
の
だ
。
僕
は
微ほ

ほ
え笑
ん
で
い
た
。
完
成
の
前
、
少
し

手
を
休
め
る
。
真
の
達
人
の
言
葉
だ
っ
た
。

こ
れ
が
、
僕
が
見
て
い
た
景
色
な
の
だ
ろ
う
か
、
と
筆
を
握
っ
た
ま
ま
、
ぼ
ん
や

り
と
思
っ
て
い
た
。

   

＊
か
つ
て
湖
山
先
生
が
見
せ
て
く
れ
た
景
色
に
、
よ
う
や
く
た
ど
り
着
い
た
。

は
じ
め
て
描
き
上
げ
た
景
色
な
の
に
、
ど
こ
か
懐
か
し
い
気
が
す
る
の
は
、
こ
れ

が
湖
の
景
色
だ
か
ら
だ
ろ
う
。
僕
が
愛
し
、
信
じ
た
人
た
ち
の
心
だ
。

そ
し
て
、
こ
こ
に
加
わ
り
た
い
と
思
っ
て
い
た
場
所
だ
っ
た
。

⑶
長
い
長
い
時
間
を
か
け
て
、
や
っ
と
彼
ら
を
描
け
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

「
先
生
…
…
。」
と
声
に
出
し
て
呟つ

ぶ
やい

て
い
た
。
墨
が
乾
い
て
い
く
。

僕
は
穂
先
に
少
し
だ
け
濃
い
墨
を
付
け
て
、
布
巾
で
乾
か
し
、
湖
面
の
遠
景
に
小

さ
な
舟
を
描
き
足
し
た
。
こ
れ
は
、
さ
迷
い
歩
い
た
僕
だ
。
湖
山
先
生
の
水み

ず

辺べ

を
進

ん
で
い
た
。

そ
の
ま
ま
、
山
の
裾す

そ

に
消
え
去
る
雁か

り

を
数
羽
、
描
き
入
れ
た
。
人
の
字
を
小
さ
く

毛
先
で
描
く
だ
け
だ
。
こ
れ
は
、
僕
に
は
届
か
な
か
っ
た
僕
の
師
た
ち
…
…
。
描
き

込
ん
だ
後
、
離
れ
て
眺
め
る
と
、
深
い
感
謝
が
湧わ

き
起
こ
っ
て
き
た
。
達
成
感
は
な

く
、
そ
れ
だ
け
だ
っ
た
。

一
歩
、
二
歩
と
離
れ
て
、
目
の
中
で
細
か
な
点
が
景
色
の
中
に
吸
い
込
ま
れ
て
い

く
と
、
絵
は
ま
る
で
別
の
顔
を
見
せ
始
め
た
。
離
れ
る
度
に
絵
が
ま
と
ま
り
完
成
し

て
い
く
。
筆
致
は
消
え
、
部
分
が
全
体
に
変
わ
り
、
絵
に
光
が
差
し
込
む
。
退
き
な

が
ら
、
遠
の
い
て
い
る
の
に
、
絵
の
印
象
は
強
く
な
る
。
最
も
大
き
く
見
え
た
と
こ

ろ
で
、
足
が
止
ま
っ
た
。
右
手
の
力
が
抜
け
て
筆
を
落
と
し
そ
う
に
な
り
、
慌
て
て

左
手
で
支
え
た
。
退
く
こ
と
で
見
え
る
も
の
も
、
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑷
ふ
い
に
力
が
抜
け
て
、
僕
は
目
を
閉
じ
た
。

そ
こ
に
は
描
い
た
も
の
と
同
じ
、
黒
白
の
景
色
が
広
が
っ
て
い
た
。
色
な
ん
て
、

も
う
、
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
。
そ
こ
に
は
思
い
描
い
た
光
景
が
あ
っ
た
。
僕
が
探
せ

な
か
っ
た
命
の
広
が
り
が
あ
っ
た
。

あ
り
が
と
う
、
と
誰
か
や
何
か
に
向
か
っ
て
言
っ
た
。

僕
以
外
の
す
べ
て
に
向
か
っ
て
、
言
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

生
き
る
こ
と
や
、
自
然
と
、
と
て
も
よ
く
似
た
何
か
を
、
僕
は
想お

も

っ
て
い
た
。

「
お
い
、
起
き
ろ
。
青
山
君
。」
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と
、
僕
は
頬ほ

っ
ぺ
た
を
叩
か
れ
た
。
聞
き
慣
れ
た
声
だ
っ
た
。
目
を
開
け
る
と
、

西
濱
さ
ん
の
逆
さ
ま
の
顔
が
あ
っ
た
。

「
こ
ん
な
と
こ
ろ
で
寝
て
い
る
と
、
風
邪
ひ
く
ぞ
。」

差
し
出
さ
れ
た
手
を
取
っ
て
起
き
上
が
る
と
、
湖
山
先
生
が
こ
ち
ら
に
背
中
を
向

け
て
立
っ
て
い
る
の
が
見
え
た
。
下
を
向
い
て
、僕
が
描
い
た
も
の
を
眺
め
て
い
る
。

眠
る
前
よ
り
も
室
温
が
下
が
っ
て
い
た
。
暖
房
を
入
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
け
れ
ど
、

部
屋
が
広
す
ぎ
て
う
ま
く
機
能
し
て
い
な
い
。

「
ど
う
し
て
こ
こ
に
。」
と
思
っ
た
よ
り
も
か
細
い
声
で
、
僕
は
訊た

ず

ね
た
。

「
君
が
絵
を
描
き
上
げ
た
っ
て
い
う
連
絡
が＊斉
ち
ゃ
ん
か
ら
入
っ
て
ね
。そ
れ
な
ら
、

行
こ
う
っ
て
湖
山
先
生
が
言
い
始
め
た
ん
だ
。
明
日
に
し
ま
せ
ん
か
っ
て
言
っ
た
ん

だ
け
ど
、
絶
対
来
る
ん
だ
っ
て
。」

「
そ
れ
は
、
お
疲
れ
様
で
す
。」
と
謝
る
よ
う
に
頭
を
下
げ
た
。

「
い
や
、
い
い
ん
だ
よ
。
実
は
、
俺
も
来
た
か
っ
た
ん
だ
。
君
が
ど
ん
な
絵
を
描
く

の
か
俺
も
知
り
た
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
斉
ち
ゃ
ん
は
ど
こ
？
」

「
た
ぶ
ん
外
に
い
る
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
普
段
も
あ
ま
り
家
の
中
に
い
な
い
み
た
い

で
す
。
独
り
で
生
活
し
て
い
る
の
で
山
仕
事
と
か
、
近
所
の
人
の
手
伝
い
と
か
忙
し

い
み
た
い
で
。」

「
あ
あ
、
な
る
ほ
ど
ね
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
い
る
と
、
そ
う
だ
ろ
う
ね
。
ち
ょ
っ
と

探
し
て
み
よ
う
か
な
。」

「
あ
あ
そ
れ
な
ら
…
…
。」
と
話
そ
う
と
す
る
と
、「
青
山
君
！
」
と
声
が
聞
こ
え
た
。

僕
は
背
筋
を
伸
ば
し
、
先
生
に
駆
け
寄
っ
た
。
板
の
上
の
足
の
裏
が
冷
た
い
。
先

生
は
、
絵
か
ら
視
線
が
外
れ
な
い
。
何
か
不ま

味ず

い
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
だ
ろ
う
か

と
数
歩
の
間
に
考
え
た
。
視
線
の
脇
に
転
が
っ
た
黒
い
筆
が
あ
る
。
気
を
失
っ
た
の

で
、
転
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
。
こ
れ
は
不
味
い
か
も
し
れ
な
い
、
と
思
っ
た
。
恐
る

恐
る
先
生
の
顔
を
覗の

ぞ

く
と
、
や
は
り
絵
を
見
て
い
る
。
眉み

間け
ん

に
皺し

わ

が
寄
っ
て
い
た
。

ど
う
や
っ
て
謝
ろ
う
か
と
、
曖
昧
な
言
葉
を
呟
い
た
と
き
、

「
見
事
だ
。」

と
、
聞
こ
え
た
。
僕
は
意
味
が
分
か
ら
ず
、「
す
み
ま
せ
ん
で
し
た
。」
と
謝
っ
た
。

さ
ら
に
、眉
間
に
皺
が
寄
っ
た
。
僕
は
す
ぐ
に
「
な
ん
で
も
な
い
で
す
。」
と
繕つ

く
ろっ
た
。

「
い
い
絵
だ
よ
。
こ
れ
は
、
い
い
絵
だ
。
何
も
言
う
こ
と
が
な
い
。」

「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

「
⑸
白
が
生
き
て
い
る
。 

描
く
こ
と
が
描
か
な
い
こ
と
を
邪
魔
し
て
い
な
い
。
言
葉

も
な
い
。」

顎あ
ご

鬚ひ
げ

を
撫な

で
る
先
生
は
、
初
め
て
会
っ
た
と
き
の
よ
う
に
た
だ
の
お
爺じ

い

さ
ん
に
見

え
た
。
い
ま
さ
ら
先
生
が
他
人
の
よ
う
に
見
え
る
な
ん
て
、
不
思
議
な
気
が
し
て
い

た
。
な
ぜ
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
と
、
先
生
に
褒
め
ら
れ
る
と
い
う
異
質
な
状
態
に

自
分
が
慣
れ
て
い
な
い
か
ら
だ
と
気
づ
い
た
。
そ
し
て
あ
の
と
き
も
、
こ
ん
な
ふ
う

に
、
目
が
い
い
と
褒
め
ら
れ
て
い
た
か
ら
だ
。
僕
の
感
覚
が
、
過
去
を
覚
え
て
い
た
。

「
先
生
、
描
い
て
い
て
、
線
が
消
え
ま
し
た
。
そ
し
て
、
線
が
消
え
て
、
そ
れ
で
も

い
い
と
思
っ
て
い
た
ら
、
風
景
が
出
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
を
筆
が
教
え
て
く
れ
ま
し

た
。
描
こ
う
と
し
な
く
な
っ
た
ら
、
描
け
ま
し
た
。」

そ
れ
を
聞
く
と
、
先
生
は
破
顔
し
た
。

「
そ
う
か
。
よ
か
っ
た
。」
と
言
っ
た
。
そ
れ
か
ら
少
し
寂
し
そ
う
に
、

「
あ
り
が
と
う
。」

と
言
っ
た
。
僕
は
意
味
を
摑つ

か

め
な
か
っ
た
。

戸
惑
っ
て
い
る
と
、

「
あ
れ
も
、
君
が
？
」

と
先
生
が
風
景
の
脇
に
置
い
て
あ
っ
た
カ
ラ
ス
の
絵
を
指
差
し
た
。＊
左
手
で
描
い

た
下
手
だ
が
美
し
い
カ
ラ
ス
の
絵
だ
っ
た
。「
あ
れ
は
、
斉
藤
さ
ん
が
…
…
。」
と
説

明
し
よ
う
と
す
る
と
、
ス
タ
ス
タ
と
近
づ
い
て
絵
を
持
ち
上
げ
た
。
先
生
の
表
情
が

強こ
わ

張ば

り
、
さ
っ
き
ま
で
浮
か
べ
て
い
た
笑
顔
が
消
え
た
。

そ
の
と
き
足
音
が
聞
こ
え
た
。
そ
こ
に
は
斉
藤
さ
ん
が
立
っ
て
い
た
。

「
湖
山
先
生
…
…
。」
呟
き
な
が
ら
、
彼
は
立
ち
つ
く
し
て
い
る
。
西
濱
さ
ん
の
目

が
驚
き
で
、
見
開
か
れ
た
。
僕
と
同
じ
反
応
だ
。
に
わ
か
に
は
彼
だ
と
信
じ
ら
れ
な
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い
の
も
無
理
は
な
い
。
汚
れ
た
手
や
焼
け
た
顔
、
汚
れ
き
っ
た
服
や
野
人
の
よ
う
な

髪
は
、
か
つ
て
の
彼
と
は
結
び
つ
か
な
い
。

先
生
は
ま
だ
絵
を
見
て
い
た
。
目
は
真
剣
な
ま
ま
だ
。
斉
藤
さ
ん
も
そ
れ
以
上
は
、

近
づ
け
な
い
。

「
斉
藤
君
。」
と
先
生
は
絵
を
見
た
ま
ま
言
っ
た
。
今
度
は
、
彼
の
背
筋
が
伸
び
た
。

そ
の
ま
ま
ひ
れ
伏
し
て
し
ま
い
そ
う
な
ほ
ど
、
緊
張
し
て
い
る
。

⑹「
こ
の
絵
を
、
譲
っ
て
く
れ
な
い
か
。」

　

と
、
真
面
目
な
顔
で
湖
山
先
生
は
言
っ
た
。 

斉
藤
さ
ん
は
、
そ
の
場
に
棒
立
ち
に

な
っ
て
い
る
。
何
を
言
わ
れ
た
の
か
分
か
ら
な
い
の
だ
。
戸
惑
い
と
恐
れ
が
目
に
浮

か
ん
で
い
た
。
口
が
半
開
き
に
な
っ
て
い
る
。

そ
れ
で
も
、
彼
は
一
歩
、
ま
た
一
歩
と
先
生
に
近
づ
い
た
。
先
生
は
絵
を
下
ろ
し

た
。近

づ
い
た
彼
の
肩
に
、
先
生
は
手
を
当
て
た
。
そ
し
て
、

「
斉
藤
君
、
画
技
を
極
め
た
な
。」

と
言
っ
た
。
す
る
と
、
彼
の
目
か
ら
涙
が
あ
ふ
れ
た
。

（
砥
上
裕
將
「
一
線
の
湖
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕
画
仙
紙
― 

―
書
画
用
の
紙
。

こ
の
筆
― 

―
湖
山
か
ら
手
渡
さ
れ
た
古
い
筆
。

西に
し

濱は
ま

さ
ん
― 

―
青
山
の
兄
弟
子
。

か
つ
て
湖
山
先
生
が
見
せ
て
く
れ
た
景
色
― 

―
は
じ
め
て
湖
山
に
水
墨
画 

 

を
習
っ
た
と
き
、
湖
山
が
描 

 

い
た
湖
と
山
の
絵
。

斉
ち
ゃ
ん
― 

―
斉
藤
湖
栖
。

左
手
で
描
い
た
― 

―
斉
藤
は
あ
え
て
利き

き
手
で
は
な
い
左
手
で
描
く
こ
と 

 

を
試
み
て
い
る
。

〔
問
１
〕 

⑴
筆
に
言
葉
が
刻
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
っ
た
。 

と
あ
る
が
、「
僕
」
が
感

じ
取
っ
た
こ
と
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　

使
い
込
ま
れ
た
古
い
筆
は
、
す
ぐ
に
描
こ
う
と
せ
ず
に
技
術
を
習
得
す
る
努
力
を

重
ね
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
先
生
の
教
え
を
伝
え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

イ　

細
部
を
描
く
こ
と
が
困
難
な
筆
に
は
、
あ
え
て
苦
労
を
味
わ
わ
せ
る
こ
と
で
技
巧

を
極
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
先
生
の
願
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

ぼ
ろ
ぼ
ろ
の
古
び
た
筆
に
は
、
こ
の
筆
を
通
し
て
水
墨
画
の
真
髄
を
伝
え
よ
う
と

す
る
先
生
の
深
い
思
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

穂
先
が
割
れ
た
筆
は
、
描
く
前
に
心
を
澄
ま
し
て
対
象
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と

が
大
切
だ
と
い
う
先
生
の
思
想
を
伝
え
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
。

〔
問
２
〕 

⑵
僕
の
中
に
線
が
あ
っ
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
「
僕
」
の
気
持
ち
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　

風
景
を
描
こ
う
と
す
る
意
欲
が
失
わ
れ
る
と
と
も
に
、
自
身
の
心
の
中
に
現
実
と

は
無
縁
の
心
象
的
な
風
景
が
立
ち
現
れ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
る
気
持
ち
。

イ　

表
現
意
識
が
薄
れ
る
と
と
も
に
感
覚
が
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
、
森
羅
万
象
の
姿
が
客
観

的
に
表
現
す
べ
き
対
象
と
し
て
心
の
中
に
現
れ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
る
気
持
ち
。

ウ　

現
実
の
風
景
と
向
き
合
っ
て
い
る
の
に
現
実
感
が
薄
れ
、
心
の
中
に
過
去
の
体
験

に
基
づ
く
理
想
的
な
美
の
世
界
が
現
れ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
る
気
持
ち
。

エ　

風
景
を
巧
み
に
描
き
尽
く
そ
う
と
す
る
意
識
が
消
え
る
と
と
も
に
、
自
身
の
心
の

中
に
描
く
べ
き
世
界
が
立
ち
現
れ
て
く
る
よ
う
に
感
じ
る
気
持
ち
。

24110344-久我山商事-2025日比谷模試-国語-問題用紙-本文10.indd   524110344-久我山商事-2025日比谷模試-国語-問題用紙-本文10.indd   5 2025/01/24   10:352025/01/24   10:35



 6 

〔
問
３
〕 

⑶
長
い
長
い
時
間
を
か
け
て
、
や
っ
と
彼
ら
を
描
け
た
よ
う
な
気
が
し
た
。 

と

あ
る
が
、
こ
の
時
の
「
僕
」
の
気
持
ち
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　

自
分
の
師
た
ち
が
愛
し
水
墨
画
家
の
号
に
も
し
て
き
た
湖
の
景
観
を
実
際
に
目
に

す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
深
く
師
た
ち
の
心
を
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る

も
の
だ
っ
た
と
感
じ
る
気
持
ち
。

イ　

長
い
努
力
の
末
に
師
の
絵
に
匹
敵
す
る
絵
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
を
確
信

し
、
苦
労
を
い
と
わ
ず
自
分
を
あ
た
た
か
く
導
い
て
く
れ
た
師
た
ち
に
対
す
る
深
い

感
謝
が
湧
き
起
こ
っ
て
く
る
気
持
ち
。

ウ　

師
た
ち
の
教
え
に
導
か
れ
て
自
分
な
り
に
納
得
で
き
る
絵
を
描
く
こ
と
が
で
き
た

が
、
こ
れ
は
長
い
道
の
り
の
末
に
や
っ
と
目
標
と
し
て
き
た
師
た
ち
の
絵
の
世
界
に

近
づ
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
と
感
じ
る
気
持
ち
。

エ　

目
の
前
の
風
景
を
こ
れ
ま
で
に
実
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
ほ
ど
の
完
成
度

で
描
く
こ
と
が
で
き
た
こ
と
は
、
師
た
ち
の
教
え
と
自
身
の
修
練
の
積
み
重
ね
の
結

果
だ
と
感
じ
願
い
が
か
な
っ
た
満
足
感
に
浸
る
気
持
ち
。

〔
問
４
〕 ⑷
ふ
い
に
力
が
抜
け
て
、
僕
は
目
を
閉
じ
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
僕
」

の
様
子
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　

自
分
が
描
い
た
絵
が
、
こ
れ
ま
で
描
こ
う
と
し
て
描
け
な
か
っ
た
自
然
や
生
命
の

本
質
に
通
じ
る
も
の
を
表
現
し
え
て
い
る
こ
と
に
気
付
い
た
様
子
。

イ　

描
い
た
絵
が
物
理
的
な
限
界
を
超
え
て
目
の
前
の
現
実
の
風
景
そ
の
も
の
だ
と
感

じ
さ
せ
る
こ
と
に
気
付
き
、
水
墨
画
の
奥
深
さ
を
感
じ
て
い
る
様
子
。

ウ　

遠
く
か
ら
見
る
と
絵
が
存
在
感
を
増
し
、
逆
に
現
実
の
風
景
を
自
分
の
描
い
た
黒

白
の
世
界
の
よ
う
に
見
せ
て
し
ま
う
こ
と
に
驚
い
て
い
る
様
子
。

エ　

実
際
の
風
景
を
描
い
た
の
に
紙
に
描
か
れ
た
も
の
は
自
分
が
表
現
し
た
か
っ
た
も

の
と
は
異
な
る
も
の
だ
っ
た
こ
と
に
気
付
き
、
呆ぼ

う

然ぜ
ん

と
し
て
い
る
様
子
。

〔
問
５
〕 ⑸
白
が
生
き
て
い
る
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も

適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

計
算
さ
れ
効
果
的
に
配
置
さ
れ
た
余
白
が
、
描
か
れ
な
か
っ
た
も
の
へ
の
想
像
を

か
き
立
て
る
魅
力
を
も
ち
得
る
こ
と
を
、
比
喩
的
な
表
現
に
よ
っ
て
暗
に
示
そ
う
と

し
て
い
る
。

イ　

あ
え
て
筆
を
入
れ
な
か
っ
た
部
分
が
、
意
味
の
な
い
無
駄
な
空
白
で
は
な
く
全
体

を
生
か
す
意
味
あ
る
余
白
と
な
り
得
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
簡
潔
な
表
現
に
よ
っ

て
表
そ
う
と
し
て
い
る
。

ウ　

描
き
尽
く
す
こ
と
を
せ
ず
適
切
に
余
白
を
残
す
こ
と
が
、
描
く
こ
と
で
は
表
現
で

き
な
い
も
の
を
表
現
し
絵
に
深
み
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
、
強
く
断
定
的
な
表
現

に
よ
っ
て
教
え
諭
そ
う
と
し
て
い
る
。

エ　

す
べ
て
を
描
き
尽
く
そ
う
と
は
し
な
い
表
現
者
の
控
え
め
な
奥
ゆ
か
し
さ
が
、
む

し
ろ
風
景
に
複
雑
な
彩い

ろ
どり

を
加
え
る
こ
と
を
、
遠
回
し
な
表
現
に
よ
っ
て
伝
え
よ
う

と
し
て
い
る
。

〔
問
６
〕⑹「
こ
の
絵
を
、
譲
っ
て
く
れ
な
い
か
。」
と
、
真
面
目
な
顔
で
湖
山
先
生
は
言

っ
た
。 

と
あ
る
が
、
湖
山
先
生
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
か
。
八
十
字
以

内
で
書
け
。
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次
は
「
個
人
」
の
誕
生
に
つ
い
て
書
か
れ
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、

あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（
＊

印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、本
文
の
あ
と
に〔
注
〕

が
あ
る
。）

文
化
を
＊ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
過
程
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
を
か
え
て
い
え

ば
、
⑴
ひ
と
つ
の
文
化
社
会
そ
の
も
の
も
、
ま
た
そ
の
構
成
原
理
を
も
、
こ
れ
ま
で
よ

り
動
的
な
も
の
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ

は
社
会
を
一
定
の
構
成
要
素
の
集
合
と
見
る
の
で
は
な
く
、
あ
た
か
も
光
の
粒
子
説
に

た
い
す
る
波
動
説
の
よ
う
に
、
個
別
化
と
統
一
と
い
う
、
ふ
た
つ
の
運
動
の
均
衡
状
態

と
し
て
見
る
こ
と
に
な
る
。

常
識
で
は
思
い
浮
か
べ
に
く
い
こ
と
だ
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
ま
ず
硬
い
個
人
や
組
織

が
単
位
と
し
て
あ
っ
て
、
そ
れ
が
運
動
し
て
社
会
を
作
る
の
で
は
な
く
、
最
初
に
社
会

の
運
動
そ
の
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
そ
の
と
き
ど
き
に
仮
の
主
体
と
し
て
個
人
や
集

団
を
作
る
の
だ
、
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
最
初
に
社
会
の
運
動
が
あ
る
と
い
う
の
も

便
宜
的
な
表
現
に
す
ぎ
ず
、
厳
密
に
い
え
ば
、
最
初
に
は
個
別
化
と
種
属
維
持
と
い
う

原
理
の
葛
藤
だ
け
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
生
む
運
動
の
仮
の
主
体
と
し
て
社
会
が
作
ら
れ

る
、
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
つ
い
で
な
が
ら
、
便
宜
的
な
表
現
と
し
て
な
ら
、
わ
れ

わ
れ
も
当
然
、
個
人
を
行
動
の
主
語
と
し
て
語
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の

場
合
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
ら
か
じ
め
実
在
す
る
個
人
が
社
会
的
行
動
を
起お

こ

す
の
で
は

な
く
、
最
初
に
一
定
の
行
動
の
種
類
と
そ
の
た
め
の
姿
勢
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
逆
に
個

人
と
い
う
主
体
の
か
た
ち
を
作
り
だ
す
の
だ
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

い
っ
た
い
、
こ
の
社
会
は
個
人
が
集
ま
っ
て
作
っ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
、
ま
ず
先

に
社
会
が
実
体
と
し
て
あ
っ
て
、
個
人
は
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
頭
で
考
え
ら
れ
る
だ

け
の
も
の
か
、
と
い
う
の
は
社
会
学
の
古
い
難
問
で
あ
っ
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
二

項
対
立
そ
の
も
の
を
乗
り
越
え
、
両
者
に
先
立
っ
て
眼め

に
見
え
な
い
原
理
と
運
動
が
あ

っ
て
、
そ
れ
が
社
会
と
個
人
の
両
方
を
生
ん
だ
と
見
る
の
で
あ
る
。

一
見
、
奇
妙
な
考
え
方
の
よ
う
だ
が
、
こ
れ
が
じ
つ
は
現
実
に
即
し
て
い
る
こ
と
は
、

⑵
社
会
や
個
人
と
い
う
概
念
が
い
か
に
あ
い
ま
い
で
あ
る
か
を
思
い
出
し
て
み
れ
ば
、

明
ら
か
だ
ろ
う
。

常
識
に
よ
れ
ば
、
社
会
と
は
自
立
性
を
持
っ
た
個
体
の
集
ま
り
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

ア
ミ
ー
バ
の
集
合
体
の
よ
う
に
、
個
性
の
不
明
確
な
集
団
は
社
会
で
は
な
い
と
理
解
さ

れ
て
い
る
。
現
に
、
動
植
物
の
細
胞
は
単
独
で
も
た
し
か
に
生
き
て
い
る
が
、
そ
れ
ら

が
集
ま
っ
て
作
る
の
は
動
植
物
の
「
個
体
」
で
あ
っ
て
、細
胞
の
「
社
会
」
で
は
な
い
。

蟻あ
り

や
猿
の
よ
う
な
動
物
に
つ
い
て
は
、社
会
と
い
う
言
葉
が
比
喩
的
に
使
わ
れ
て
お
り
、

動
物
社
会
学
と
い
う
学
問
も
あ
る
よ
う
だ
が
、
な
ぜ
か
植
物
の
群
落
に
つ
い
て
社
会
と

い
う
表
現
は
使
わ
れ
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
、
細
胞
の
塊
か
ら
ア
ミ
ー
バ
の
集
合
体
を

経
て
、
植
物
の
群
落
か
ら
動
物
の
集
団
に
い
た
る
ま
で
、
そ
の
間
に
は
個
別
性
の
程
度

の
違
い
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
の
に
、
あ
る
単
位
は
個
体
と
呼
ば
れ
、
あ
る
単
位
は
社
会

と
呼
ば
れ
た
り
す
る
の
が
、
こ
れ
ま
で
の
実
情
で
あ
っ
た
。

両
者
の
区
別
は
じ
つ
に
あ
い
ま
い
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
ま
さ
に
、
社
会
や
個
体

が
実
体
で
は
な
く
て
、
ひ
と
つ
の
流
動
的
な
状
態
の
名
前
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る
。
こ
こ
で
、
す
べ
て
に
先
立
っ
て
あ
る
の
は
種
属
生
命
と
そ
の
個
別
化
の
相そ

う

剋こ
く

で
あ

り
、
そ
れ
が
何
段
階
か
の
均
衡
状
態
を
作
る
な
か
で
、
そ
の
ひ
と
つ
と
し
て
生
み
だ
し

た
も
の
が
社
会
で
あ
り
、
個
体
に
す
ぎ
な
い
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
人
間
の
単
位
と
し
て
の
個
人
に
し
て
も
、
そ
れ
を
た
ん
な
る
生
物
的
な
個
体
、

あ
る
い
は
物
理
的
な
個
物
か
ら
区
別
し
て
考
え
よ
う
と
す
る
と
、
と
た
ん
に
、
そ
の
単

位
と
し
て
の
自
立
性
は
明
確
で
は
な
く
な
る
。
常
識
的
に
い
え
ば
、
個
人
と
は
、
一
定

の
欲
望
や
意
志
や
趣
味
を
持
っ
て
自
発
的
に
行
動
し
、
記
憶
や
反
省
に
よ
っ
て
そ
の
同

一
性
を
保
っ
て
い
る
存
在
で
あ
ろ
う
が
、
現
実
に
は
そ
う
い
う
個
人
は
実
体
と
し
て
は

存
在
し
な
い
。
欲
望
や
趣
味
は
集
団
の
影
響
を
受
け
や
す
い
も
の
だ
か
ら
、
純
粋
に
自

発
的
に
行
動
す
る
人
間
は
あ
り
え
な
い
し
、
ま
た
、
完
全
な
内
面
の
同
一
性
を
心
理
的

な
次
元
で
保
っ
て
い
る
人
間
は
、
ど
こ
に
も
い
な
い
。

ど
ん
な
に
熱
烈
に
世
界
平
和
を
願
う
人
間
で
も
、
心
理
的
な
次
元
で
は
そ
れ
を
忘
れ

る
瞬
間
が
あ
る
し
、ほ
か
の
問
題
に
迫
ら
れ
て
別
の
願
望
に
心
を
燃
や
す
瞬
間
も
多
い
。

4
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彼
が
個
人
と
し
て
平
和
主
義
者
で
あ
る
の
は
、
彼
が＊
常じ

ょ
う

住じ
ゅ
う

坐ざ

臥が

、
平
和
を
願
っ
て
い

る
か
ら
で
は
な
く
、じ
つ
は
世
界
観
上
の
ひ
と
つ
の
立
場
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、

必
要
が
あ
れ
ば
心
理
状
態
と
関
係
な
く
、
い
つ
で
も
そ
の
立
場
に
帰
れ
る
か
ら
で
あ
ろ

う
。
だ
が
、
立
場
と
は
文
字
通
り
ひ
と
つ
の
場
所
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
場
所
で
あ
る
以

上
、
理
論
上
は
誰
も
が
彼
と
と
も
に
そ
こ
に
座
を
占
め
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
と
い
う
よ
り
、
ひ
と
つ
の
立
場
が
立
場
と
し
て
強
い
の
は
、
そ
こ
に
誰
も
が
い

っ
し
ょ
に
立
て
る
広
が
り
が
あ
る
と
き
で
あ
り
、
有
形
無
形
の
集
団
に
よ
っ
て
わ
け
も

た
れ
て
い
る
と
き
だ
と
い
え
る
。

そ
う
す
る
と
、
ま
こ
と
に
皮
肉
な
こ
と
だ
が
、
個
人
が
自
己
の
同
一
性
を
も
っ
と
も

強
く
保
て
る
の
は
、
彼
が
強
力
な
同
志
の
集
団
に
属
し
て
い
る
と
き
で
あ
り
、
そ
の
連

帯
に
も
っ
と
も
忠
実
に
没
入
し
て
い
る
と
き
だ
、と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、

か
た
ち
は
や
や
違
う
が
、
欲
望
や
意
志
や
趣
味
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
か
ら
、
⑶
一

般
に
個
人
の
個
性
と
は
そ
の
集
団
性
の
こ
と
だ
、と
い
う
逆
説
が
な
り
た
つ
の
で
あ
る
。

個
人
は
存
在
す
る
の
で
は
な
く
て
、
自
己
を
主
張
し
、
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
個

人
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
主
張
や
表
現
を
触
発
し
、
そ
れ
を
支
え
る
無
形
の

力
は
個
人
に
先
立
っ
て
存
在
す
る
。
そ
れ
は
、さ
し
あ
た
り
眼
に
見
え
る
か
た
ち
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
で
き
あ
い
の
主
張
や
表
現
と
し
て
現
れ
、
人
び
と
に
た
い
し
て
そ
れ
ら
の

立
場
に
参
加
す
る
よ
う
に
誘
い
か
け
る
。
伝
統
的
な
価
値
観
、
時
代
の
精
神
、
政
治
的

な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
さ
ま
ざ
ま
な
宗
教
や
俗
信
の
規
範
、
日
常
の
市
民
道
徳
や
趣
味
の

流
行
な
ど
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
は
個
人
の
誕
生
に
先
立
っ
て
、
社
会
の
自
己
統

一
の
原
理
、
あ
る
い
は
社
会
的
な
種
属
維
持
の
原
理
と
し
て
働
い
て
い
る
。
人
び
と
は

そ
の
ま
え
に
立
た
さ
れ
、
そ
れ
を
進
ん
で
選
び
と
っ
て
自
分
自
身
の
立
場
と
す
る
か
、

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
を
拒
否
し
て
別
の
立
場
を
作
る
よ
う
に
迫
ら
れ
る
の
で
あ
る

が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
の
選
択
の
姿
勢
が
初
め
て
個
人
を
生
む
の
だ
と
い
え
る
。

前
者
の
場
合
、
個
人
が
集
団
へ
の
帰
属
を
通
じ
て
誕
生
し
て
い
る
の
は
明
白
だ
が
、

後
者
の
場
合
も
、
新
し
い
立
場
が
普
遍
的
に
有
効
に
作
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
⑷
そ
れ

を
作
っ
た
個
人
は
新
し
い
無
形
の
集
団
に
属
し
て
い
る
、と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

彼
は
こ
の
と
き
、
た
し
か
に
何
か
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
創
造
は
、
帽
子
か

ら
鳩は

と

を
取
り
出
す
よ
う
な
、
い
わ
ば
無
か
ら
有
を
産
む
魔
術
で
は
な
い
。
彼
は
、
眼
に

見
え
る
既
成
の
世
界
観
や
価
値
体
系
に
触
発
さ
れ
、
そ
れ
に
反
発
す
る
か
た
ち
で
新
し

い
立
場
を
作
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
瞬
間
、
彼
は
、
そ
う
し
た
古
い
既
成
の
立
場
を
含

み
、
そ
れ
よ
り
も
大
き
な
、
ま
だ
眼
に
見
え
な
い
時
代
の
気
分
を
言
葉
に
し
た
の
だ
、

と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
う
し
た
選
択
を
行お

こ

な
う
ま
え
は
、
人
間
は
ま
だ
半
ば
無
意
識
の
生
物
的
な
個
体
で

あ
っ
て
、
時
代
の
気
分
に
漠
然
と
帰
属
し
て
押
し
流
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
、

個
体
化
と
種
属
維
持
の
原
理
は
低
い
レ
ヴ
ェ
ル
で
均
衡
し
あ
っ
て
お
り
、
個
体
の
個
性

も
あ
い
ま
い
だ
が
、
同
時
に
、
集
団
化
の
力
も
ま
だ
激
し
い
一
定
の
方
向
を
と
っ
て
は

い
な
い
。
だ
が
、
や
が
て
種
属
維
持
の
原
理
は
、
そ
れ
自
体
の
要
求
に
し
た
が
っ
て
集

団
化
の
力
を
強
め
、
そ
の
た
め
に
、
集
団
の
各
部
分
を
一
定
の
方
向
に
動
員
し
よ
う
と

試
み
る
。
集
団
化
を
強
め
る
に
は
、
集
団
に
明
確
な
輪
郭
を
あ
た
え
、
そ
れ
を
中
心
に

向
か
っ
て
引
き
緊し

め
る
必
要
が
あ
る
か
ら
だ
が
、
し
か
し
こ
れ
は
、
種
属
生
命
の
全
体

か
ら
見
れ
ば
皮
肉
な
結
果
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
集
団
の
求
心
力
は
、当
然
、

集
団
の
規
模
を
一
定
度
に
限
定
し
た
方
が
強
ま
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
た
だ

ち
に
、
種
属
生
命
の
分
割
と
多
元
化
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
求
心
力
は
、
集
団
の
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
に
力
を
持
っ
て
、
そ
の
力
で

積
極
的
に
中
心
を
め
ざ
す
と
き
に
よ
り
強
ま
る
は
ず
で
あ
る
が
、
各
部
分
が
力
を
持
つ

と
は
、＊と
り
も
な
お
さ
ず
、
集
団
内
部
の
個
別
化
へ
の
動
き
を
意
味
し
て
い
る
。
具
体

的
に
い
え
ば
、
人
間
の
社
会
は
奴
隷
の
集
団
で
あ
る
よ
り
も
、
主
体
的
な
意
志
の
結
集

に
よ
る
方
が
統
一
力
を
強
め
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
自
由
な
個
人
の
集
団

か
ら
の
自
立
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
種
属
維
持
の
原
理
は
自
己
を
強
め
る
た
め
に
自
己
を
否
定
し
、
ま
さ
に

逆
説
的
に
個
別
化
の
原
理
を
求
め
る
の
で
あ
っ
て
、
⑸
こ
の
両
者
が
ひ
と
つ
の
特
定
の

段
階
の
均
衡
に
達
し
た
と
き
に
、
人
類
独
特
の
「
個
人
」
が
誕
生
し
た
と
い
え
る
。

（
山
崎
正
和
「
柔
ら
か
い
個
人
主
義
の
誕
生
」
に
よ
る
）　
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〔
注
〕
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
過
程
― 

―
変
化
し
続
け
る
動
的
な
過
程
。

 

常
じ
ょ
う

住じ
ゅ
う

坐ざ

臥が

― 

―
一
日
中
。

と
り
も
な
お
さ
ず
― 

―
す
な
わ
ち
。

〔
問
１
〕⑴
ひ
と
つ
の
文
化
社
会
そ
の
も
の
も
、
ま
た
そ
の
構
成
原
理
を
も
、
こ
れ
ま
で

よ
り
動
的
な
も
の
と
し
て
見
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。 

と
あ
る
が
、
こ

の
考
え
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　

社
会
的
な
存
在
と
し
て
形
成
さ
れ
た
個
人
だ
け
が
確
か
な
存
在
で
あ
り
、
社
会
や

集
団
は
、
個
別
化
の
原
理
と
統
一
化
の
原
理
の
葛
藤
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
か
り

そ
め
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
考
え
。

イ　

個
人
や
社
会
は
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
堅
固
な
実
体
な
の
で
は
な
く
、
個
人
や
社

会
に
先
立
っ
て
種
属
維
持
の
原
理
と
葛
藤
し
な
が
ら
存
在
す
る
個
別
化
の
原
理
が
あ

り
、
個
人
も
社
会
も
そ
の
原
理
が
動
的
に
生
み
出
す
も
の
だ
と
す
る
考
え
。

ウ　

個
人
は
社
会
を
前
提
と
し
て
そ
の
構
成
要
素
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
社

会
に
深
く
生
を
規
定
さ
れ
、
社
会
の
変
化
と
と
も
に
そ
れ
に
合
わ
せ
て
変
容
す
る
こ

と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
流
動
的
で
は
か
な
い
存
在
だ
と
す
る
考
え
。

エ　

先
に
社
会
が
実
体
と
し
て
存
在
す
る
と
見
る
か
先
に
個
人
が
実
体
と
し
て
存
在
し

て
社
会
を
構
成
す
る
と
見
る
か
は
古
く
か
ら
の
難
問
だ
が
、
二
つ
の
見
方
は
同
じ
事

柄
の
表
裏
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
正
し
い
と
す
る
考
え
。

〔
問
２
〕
⑵
社
会
や
個
人
と
い
う
概
念
が
い
か
に
あ
い
ま
い
で
あ
る
か
を
思
い
出
し
て
み

れ
ば
、明
ら
か
だ
ろ
う
。 

と
あ
る
が
、ど
の
よ
う
な
点
が
「
あ
い
ま
い
」
な
の
か
。

こ
れ
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　

自
然
界
に
お
け
る
生
命
の
個
体
と
し
て
の
あ
り
方
は
多
様
で
流
動
的
な
も
の
で
あ

る
上
に
、人
間
に
つ
い
て
も
社
会
か
ら
の
自
立
の
程
度
に
は
そ
れ
ぞ
れ
違
い
が
あ
り
、

す
べ
て
の
人
を
自
立
し
た
個
人
と
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
点
。

イ　

同
じ
生
物
で
も
植
物
と
動
物
で
は
ど
こ
ま
で
を
個
体
と
見
な
す
の
か
の
基
準
が
異

な
る
上
に
、
個
人
よ
り
集
団
が
価
値
を
も
つ
人
間
の
社
会
に
お
い
て
は
、
個
人
と
し

て
の
自
主
性
や
主
体
性
以
上
に
他
者
と
の
関
係
性
が
尊
重
さ
れ
る
点
。

ウ　

人
間
を
除
く
生
物
で
は
社
会
や
個
体
に
先
立
っ
て
種
属
生
命
と
個
別
化
の
相
剋
が

存
在
す
る
の
で
、
社
会
と
個
体
の
区
別
は
意
味
を
も
た
な
い
上
に
、
人
間
に
お
い
て

も
個
人
と
集
団
は
密
接
に
関
わ
り
切
り
離
し
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
点
。

エ　

自
然
界
に
は
個
体
と
見
な
す
か
社
会
と
見
な
す
か
は
っ
き
り
し
な
い
も
の
も
存
在

す
る
上
に
、
人
間
の
単
位
で
あ
る
個
人
に
し
て
も
、
内
面
の
同
一
性
と
他
か
ら
の
自

立
性
が
完
全
に
保
た
れ
た
存
在
と
は
言
い
が
た
い
点
。

24110344-久我山商事-2025日比谷模試-国語-問題用紙-本文10.indd   924110344-久我山商事-2025日比谷模試-国語-問題用紙-本文10.indd   9 2025/01/24   10:352025/01/24   10:35



 10 

〔
問
３
〕 

⑶
一
般
に
個
人
の
個
性
と
は
そ
の
集
団
性
の
こ
と
だ
、
と
い
う
逆
説
が
な
り
た

つ
の
で
あ
る
。 

と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
点
が
「
逆
説
」
と
い
え
る
の
か
。 

こ
れ
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　

個
人
が
内
面
の
同
一
性
を
保
つ
た
め
に
は
、
志
を
同
じ
く
す
る
者
た
ち
の
集
団
に

属
す
こ
と
が
有
効
な
方
法
と
な
る
が
、
そ
の
こ
と
は
逆
に
、
他
か
ら
自
立
し
た
存
在

と
し
て
の
個
人
の
意
味
と
価
値
を
希
薄
に
し
て
し
ま
う
点
。

イ　

個
人
の
独
自
性
は
集
団
か
ら
自
立
す
る
こ
と
で
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

が
、
逆
に
、
均
質
性
の
高
い
集
団
に
属
し
、
他
者
と
協
調
的
な
関
係
を
築
く
こ
と
が
、

円
満
な
個
性
を
養
う
た
め
に
は
欠
か
せ
な
い
点
。

ウ　

他
者
と
の
差
異
を
保
つ
こ
と
が
個
性
の
条
件
だ
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
逆
に
、

立
場
や
趣
味
な
ど
を
同
じ
く
す
る
集
団
に
属
す
こ
と
で
、
個
人
は
個
性
と
自
己
同
一

性
を
強
く
保
持
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
点
。

エ　

個
性
を
形
成
す
る
た
め
に
は
集
団
に
お
い
て
自
己
を
主
張
す
る
こ
と
が
重
要
だ

が
、
そ
の
こ
と
は
逆
に
、
集
団
に
属
す
る
一
人
ひ
と
り
の
自
立
性
を
高
め
る
こ
と
に

つ
な
が
り
、
集
団
と
し
て
の
結
束
を
損
な
う
こ
と
に
帰
結
し
て
し
ま
う
点
。

〔
問
４
〕 

⑷
そ
れ
を
作
っ
た
個
人
は
新
し
い
無
形
の
集
団
に
属
し
て
い
る
、
と
い
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

と
あ
る
が
、「
新
し
い
無
形
の
集
団
に
属
し
て
い
る
」
と
い

え
る
の
は
な
ぜ
か
。
こ
れ
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　

既
存
の
立
場
に
対
抗
し
て
新
し
い
考
え
を
提
唱
す
る
た
め
に
は
、
既
存
の
立
場
に

つ
い
て
の
理
解
を
深
め
る
と
と
も
に
、
同
じ
考
え
を
も
つ
同
志
の
集
団
を
現
実
的
に

組
織
し
自
分
た
ち
の
考
え
を
社
会
に
向
け
て
発
信
す
る
こ
と
が
不
可
欠
だ
か
ら
。

イ　

既
成
の
価
値
観
や
世
界
観
を
拒
否
す
る
こ
と
は
、
既
成
の
立
場
を
前
提
と
し
つ
つ

そ
れ
と
は
異
な
る
新
し
い
立
場
を
作
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
そ
れ
は
他
者
と
の
共

有
化
の
可
能
性
に
開
か
れ
た
も
の
だ
か
ら
。

ウ　

自
立
し
た
個
人
で
あ
る
た
め
に
は
同
じ
考
え
を
も
つ
同
志
の
集
団
に
属
せ
ざ
る
を

得
ず
、
一
つ
の
価
値
観
を
拒
否
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
は
違
う
価
値
観
を
も
つ
既
存

の
集
団
を
探
し
求
め
て
そ
の
集
団
に
帰
属
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら
。

エ　

既
存
の
立
場
を
拒
否
し
た
と
し
て
も
、
拒
否
す
る
こ
と
自
体
が
既
存
の
価
値
観
や

思
想
の
存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
新
し
い
よ
う
に
見
え
る
考
え
も
既
存

の
考
え
の
焼
き
直
し
に
過
ぎ
な
い
か
ら
。
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〔
問
５
〕 

⑸
こ
の
両
者
が
ひ
と
つ
の
特
定
の
段
階
の
均
衡
に
達
し
た
と
き
に
、
人
類
独
特

の
「
個
人
」
が
誕
生
し
た
と
い
え
る
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
考
え
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　

種
属
生
命
は
自
身
を
強
め
る
た
め
集
団
の
求
心
力
を
高
め
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ

は
結
果
と
し
て
集
団
の
多
元
化
と
と
も
に
集
団
か
ら
の
個
人
の
自
立
を
促
し
、
そ
こ

か
ら
主
体
的
な
存
在
と
し
て
の
「
個
人
」
は
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
考
え
。

イ　

集
団
化
と
個
別
化
は
相あ

い

容い

れ
な
い
も
の
だ
が
、
集
団
の
力
を
高
め
る
た
め
に
は
個

別
化
の
力
を
欠
く
こ
と
が
で
き
ず
、
二
つ
の
力
の
葛
藤
か
ら
、
集
団
へ
の
強
い
帰
属

心
を
第
一
の
特
徴
と
す
る
「
個
人
」
は
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
考
え
。

ウ　

個
別
化
の
進
展
こ
そ
が
人
類
が
人
類
で
あ
る
証あ

か
しで
あ
り
、
個
別
化
の
原
理
は
集
団

を
細
分
化
す
る
だ
け
で
な
く
集
団
の
解
体
を
進
め
、
つ
い
に
自
立
し
た
主
体
と
し
て

の
「
個
人
」
が
生
み
出
さ
れ
た
と
す
る
考
え
。

エ　

近
代
に
向
か
う
時
間
の
流
れ
の
中
で
個
別
化
の
原
理
が
種
属
維
持
の
原
理
を
越
え

た
価
値
を
も
つ
よ
う
に
な
り
、
集
団
へ
属
す
こ
と
を
拒
否
し
、
他
と
異
な
る
個
性
と

自
己
同
一
性
を
保
持
す
る
「
個
人
」
が
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
考
え
。

〔
問
６
〕 

本
文
の
後
で
筆
者
は
「
個
人
は
ま
さ
に
」「
公
共
へ
の
参
加
を
含
ん
で
こ
そ

個
人
に
な
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
自
分
の
立
場
や
考
え
を
築
く
こ
と
と
、
集
団

や
社
会
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
次
の
〔
条
件
〕
に
従
っ
て
あ
な
た
の
考
え
を

二
百
五
十
字
以
内
で
書
け
。

〔
条
件
〕 

１　

、
や 

。
や
「
な
ど
の
ほ
か
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空
欄
も
そ
れ
ぞ
れ

字
数
に
数
え
る
こ
と
。

２　

二
段
落
構
成
に
し
て
、
第
一
段
落
の
終
わ
り
で
改
行
す
る
こ
と
。

３　

第
一
段
落
で
は
、
具
体
的
な
こ
と
が
ら
を
挙
げ
る
こ
と
。

４　

第
二
段
落
で
は
、
３
で
挙
げ
た
具
体
的
な
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
、
あ
な
た
が

考
え
た
こ
と
を
記
述
す
る
こ
と
。

５　

二
つ
の
段
落
が
論
理
的
に
つ
な
が
り
、
全
体
が
一
つ
の
文
章
と
し
て
完
結
す

る
よ
う
に
書
く
こ
と
。
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次
の
文
章
は
、
歌
人
で
あ
る
西さ

い

行ぎ
ょ
うに
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
文
章
で
あ
る
。
文
章

を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。
な
お
、〔　

〕
内
は
現
代
語
訳
で
あ
る
。 

（
＊

印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

私
が
桜
の
季
節
に
東
北
を
訪
れ
た
の
に
は
理
由
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
⑴

西
行
が
束た

ば

稲し
ね

山や
ま

の
桜
を
詠よ

ん
で
い
る
か
ら
で
、
一
度
登
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

＊
陸み

ち

奥の
く

の
国
に
平ひ

ら

泉い
づ
み

に
む
か
ひ
て
、
束
稲
と
申
す
山
の
侍は

べ

る
に
、

異こ
と

木き

は
少す

く
な

き
や
う
に
、
桜
の
か
ぎ
り
み
え
て
、
花
の
さ
き
た
り

け
る
を
見
て
よ
め
る

〔
陸
奥
の
国
の
平
泉
に
向
か
っ
て
行
く
と
、
束
稲
と
申
す
山
が
あ
り
ま
し
た

と
こ
ろ
、
他
の
木
は
少
な
い
よ
う
で
、
桜
の
花
が
見
渡
す
限
り
見
え
て
、
花

が
咲
い
て
い
た
の
を
見
て
詠
ん
だ
歌
。〕

Ａ　

き
き
も
せ
ず
た
ば
し
ね
山
の
さ
く
ら
花

＊よ
し
の
の
ほ
か
に
か
か
る
べ
し
と
は

〔
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
よ
。
束
稲
山
の
桜
の
花
よ
。

吉よ
し

野の

山や
ま

の
ほ
か
に
、
こ
の
よ
う
に
素
晴
ら
し
い
と
こ
ろ
が
あ
ろ
う
と
は
。〕

今
ま
で
こ
の
歌
は
、
西
行
が
二
度
目
に
奥お
う
し
ゅ
う州へ
行
っ
た
時
の
作
と
さ
れ
て
来
た
が
、

窪く
ぼ

田た

章し
ょ
う

一い
ち

郎ろ
う

氏
は
、「
は
じ
め
て
束
稲
山
の
桜
を
見
た
第
一
印
象
の
驚
異
感
を
、 

素そ

樸ぼ
く

に
歌
っ
た
も
の
」
と
し
、初
度
の
旅
の
歌
と
断
定
さ
れ
た
。
私
も
そ
う
思
う
。「
き

き
も
せ
ず
」
と
初
句
切
れ
で
う
た
い
出
し
、「
よ
し
の
の
ほ
か
に
か
か
る
べ
し
と
は
」
と
、

感か
ん
た
ん歎
符ふ

で
止
め
た
と
こ
ろ
に
、
西
行
の
驚
き
と
悦よ

ろ
こび
が
感
じ
ら
れ
、
詠
む
人
を
花
見
に

誘
わ
ず
に
は
お
か
ぬ
リ
ズ
ム
感
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。

束
稲
山
は
平
泉
の
東
に
横
た
わ
る
神
山
で
、—

私
が
あ
え
て
神
山
と
呼
ぶ
の
は
、

眼
下
に
流
れ
る
北き

た
か
み上
川
を
へ
だ
て
て
、
＊
藤
原
三
代
の
館
を
見
守
る
が
如ご

と

く
そ
び
え
て

い
る
か
ら
だ
。
＊一
名
駒こ

ま
が
た形
嶺ね

と
も
称
す
る
の
は
、
尾
根
の
た
わ
み
が
馬
の
背
に
似
て
い

る
た
め
で
、
た
ば
し
ね
の
名
も
、
そ
の
く
ぼ
み
に
、
稲
を
束
ね
た
形
を＊
聯れ

ん
そ
う想
さ
せ
る
か

ら
だ
と
い
う
。
駒
も
、
稲
も
、
農
耕
の
信
仰
と
関
係
が
あ
り
、
古
代
に
は
こ
の
地
方
の

聖
な
る
山
と
仰
が
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

私
は
歩
く
つ
も
り
で
行
っ
た
の
だ
が
、
現
在
は
山
を
め
ぐ
っ
て
ド
ラ
イ
ヴ
ウ
ェ
イ
が

通
じ
て
お
り
、
楽
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
わ
り
、
待
望
の
桜
に
は
一
本
も
出
会
え
な

か
っ
た
。
い
つ
の
頃
か
こ
こ
で
山
火
事
が
あ
っ
て
、
桜
を
全
部
焼
き
つ
く
し
、
今
は
つ

つ
じ
の
名
所
に
な
っ
て
い
る
と
聞
い
た
。
が
、
頂
上
の
眺
め
は
す
ば
ら
し
く
、
北
か
ら

南
へ
悠
々
と
流
れ
る
北
上
川
に
そ
っ
て
、
平
泉
の
町
や＊

中ち
ゅ
う

尊そ
ん

寺じ

の
森
が
見
渡
さ
れ
る

風
景
は
、
藤ふ

じ
わ
ら
の
き
よ
ひ
ら

原
清
衡
が
こ
の
肥ひ

沃よ
く

な
地
に
本
拠
を
構
え
た
わ
け
が
よ
く
解わ

か

る
の
で
あ
っ

た
。奥

州
の
藤
原
氏
と
西
行
は
同
族
で
、
秀ひ

で

衡ひ
ら

と
は
ほ
ぼ
同
年
輩
で
あ
っ
た
か
ら
、
平
泉

で
は
い
ろ
い
ろ
便
宜
を
計
っ
て
く
れ
た
に
相
違
な
い
。
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ひ
と

言
も
触
れ
ず
、
た
だ
中
尊
寺
で
奈
良
の
僧
た
ち
と
会
い
、
哀
れ
に
感
じ
た
こ
と
を
記
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

奈
良
の
僧
、
と
が
の
事
に
よ
り
て
、
あ
ま
た
陸
奥
国
へ
つ
か
は

さ
れ
た
り
し
に
、
中
尊
と
申ま

う
す所
に
ま
か
り
あ
ひ
て
、
都
の
物
語

す
れ
ば
、
涙
流
す
、
い
と
あ
は
れ
な
り
、
か
か
る
こ
と
は
有
が

た
き
事
な
り
、
い
の
ち
あ
ら
ば
物
が
た
り
に
も
せ
ん
と
申
て
、

遠
国
述
懐
と
申
事
を
よ
み
侍は

べ
りし
に

〔
奈
良
の
僧
た
ち
が
、
過
ち
を
犯
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
大
勢
が
陸

奥
の
国
へ
と
流る

罪ざ
い

に
処
さ
れ
て
い
た
頃
に
、
中
尊
寺
と
申
す
所
に
偶
然
参
上

す
る
こ
と
に
な
っ
て
、
都
の
話
な
ど
を
す
る
と
、
涙
を
流
し
た
こ
と
は
、
た

い
そ
う
し
み
じ
み
と
心
を
動
か
さ
れ
る
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
め
っ

た
に
な
い
こ
と
だ
。
命
が
も
し
も
あ
る
な
ら
ば
都
に
戻
っ
て
物
語
に
で
も
し

よ
う
、と
申
し
上
げ
て
、遠
国
述
懐
と
申
す
こ
と
を
詠
み
ま
し
た
歌
の
中
に
、〕

5
＊
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Ｂ　

な
み
だ
を
ば
衣
河
に
ぞ
な
が
し
け
る

　

ふ
る
き
都
を
お
も
ひ
い
で
つ
つ

〔
涙
を
衣
河
に
流
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
だ
。古
い
都
の
こ
と
を
思
い
出
し
な
が
ら
。〕

僧
の
衣
に
「
衣こ

ろ
も

河が
わ

」
を
か
け
て
詠
ん
で
い
る
が
、
こ
こ
で
も
西
行
は
、
彼
ら
の
身
に

0

0

な
っ
て

0

0

0

涙
を
流
し
て
い
る
の
で
あ
る
。「
＊
数す

奇き

」
と
「
あ
は
れ
」
は
表
裏
一
体
を
な
す

も
の
で
、
名
だ
た
る
中
尊
寺
で
、
金こ

ん

色じ
き

堂ど
う

や
一い

ち

字じ

金き
ん

輪り
ん

に
は
目
も
く
れ
ず
、
し
が
な
い

罪
人
の
僧そ

う

侶り
ょ

た
ち
と
語
り
合
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
西
行
の
初
度
み
ち
の
く
行
に

つ
い
て
は
、
古
来
さ
ま
ざ
ま
の
説
が
あ
る
が
、
数
奇
以
外
に
こ
れ
と
い
う
目
的
は
な
か

っ
た
と
思
う
。
そ
の
こ
と
を
誰だ

れ

よ
り
も
よ
く
知
っ
て
い
た
の
は
、
五
百
年
後
に
生う

ま

れ
た

松
尾
芭
蕉
で
、「
そ
ぞ
ろ
神
の
物
に
つ
き
て
心
を
く
る
は
せ
、
道
祖
神
の
ま
ね
き
に
あ

ひ
て
取と

る

も
の
手
に
つ
か
ず〔
旅
の
誘
惑
を
す
る
神
に
取
り
つ
か
れ
て
心
が
落
ち
着
か
ず
、

道
祖
神
に
招
か
れ
て
い
る
よ
う
で
何
事
も
手
に
つ
か
な
く
な
り
〕」と
い
う「
奥
の
細
道
」

の
序
文
は
、
⑵
西
行
の
心
境
を
語
っ
て
あ
ま
す
と
こ
ろ
が
な
い
。「
五さ

み
だ
れ

月
雨
の
ふ
り
残

し
て
や
光
堂
〔
五
月
雨
も
、
こ
こ
に
は
降
り
注
が
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
金
色
に
輝

く
光
堂
よ
。〕」
の
句
の
背
後
に
、
⑶
西
行
の
涙
を
想お

も

う
の
は
深
読
み
に
す
ぎ
る
で
あ
ろ

う
か
。

衣
川
を
詠
ん
だ
歌
が
も
う
一
つ
あ
る
。

十
月
十
二
日
、
平
泉
に
罷ま
か
り

着
き
た
り
け
る
に
、
雪
降
り
、
嵐
激 

し
く
、
殊こ

と

の
外
に
荒
れ
た
り
け
り
。
い
つ
し
か
衣
河
見
ま
ほ
し 

く
て
罷ま

か

り
む
か
ひ
て
見
け
り
。
河
の
岸
に
着
き
て
、
衣
河
の
城 

し
ま
は
し
た
る
事
柄
、
様や

う

変か
は

り
て
物
を
見
る
心
地
し
け
り
。

汀
み
ぎ
は

凍
り
て
取
り
分
き
冱さ

え
け
れ
ば

〔
十
月
十
二
日
の
こ
と
、
平
泉
に
到
着
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
雪
が
降
り
、
嵐

も
激
し
く
、
こ
と
の
ほ
か
に
荒
れ
て
い
た
。
は
や
く
衣
河
が
見
た
く
て
、
急

ぎ
向
か
っ
て
眺
め
た
。
河
岸
に
着
い
て
、
衣
河
の
館
は
城
壁
を
巡
ら
し
て
お

り
、
様
子
が
す
っ
か
り
変
わ
っ
て
ま
っ
た
く
別
の
物
を
見
る
よ
う
な
気
持
ち

に
な
っ
た
。
川
の
波
打
ち
際
が
凍
り
、す
っ
か
り
冷
え
込
ん
で
い
た
の
で
、〕

Ｃ　

と
り
わ
き
て
心
も
凍し

み
て
冱
え
ぞ
渡
る

衣
河
見
に
来
た
る
今
日
し
も

〔
と
り
わ
け
心
に
し
み
る
ほ
ど
あ
た
り
は
冷
え
冷
え
と
し
て
い
る
。
衣
河
を
見
に

来
た
今
日
に
か
ぎ
っ
て
。〕

西
行
の
歌
の
中
で
も
、
五
指
の
中
に
入
る
絶
唱
と
私
は
思
っ
て
い
る
が
、
多
く
の
学

者
の
研
究
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
衣
川
を
見
た
時
の
歌
、
と
い
う
の
が
定
説
に
な
っ
て

い
る
。
一
連
の
初
度
み
ち
の
く
行
の
中
に
入
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、「
い
つ
し
か
衣

河
見
ま
ほ
し
く
て
」、「
様
変
り
て
物
を
見
る
心
地
し
け
り
」
な
ど
の
詞こ

と
ばが

、
は
じ
め
て

見
る
人
の
興
味
と
驚
き
を
表
し
て
い
る
と
い
う
の
だ
が
、
そ
れ
に
間
違
い
あ
る
ま
い
。

と
思
う
か
た
わ
ら
、
こ
の
作
品
の
心
の
底
ま
で
沁し

み
渡
る
よ
う
な
、
叩た

た

け
ば
音
の
出
る

よ
う
な
実
在
感
は
、
見
る
べ
き
も
の
を
見
つ
く
し
た
人
が
、
最
後
に
到
達
し
た
冷
え
さ

び
た
境
地
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。

＊
山さ

ん

家か

集し
ゅ
うは
、
一
応
西
行
が
選
ん
だ
に
し
て
も
、
多
く
の
人
々
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る

に
違
い
な
い
。
何
か
の
は
ず
み
で
、
初
度
の
旅
の
連
作
に
、
こ
の
歌
が
ま
ぎ
れ
こ
ん
だ

か
、
も
し
く
は＊
実さ

ね

方か
た

の
墓
の
歌
と
さ
し
替
え
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
私

が
、
ち
ょ
っ
と
ひ
っ
か
か
る
も
の
が
あ
る
、
と
い
っ
た
の
は
そ
う
い
う
わ
け
で
、
証
拠

に
な
る
も
の
は
一
つ
も
な
く
、
こ
の
歌
を
ど
の
よ
う
な
思
い
で
味
わ
う
か
、
見
る
人
の

心
次
第
に
か
か
っ
て
い
る
。＊

詞こ
と
ば

書が
き

の
「
い
つ
し
か
云う

ん

々ぬ
ん

」
は
、
吹
雪
の
烈は

げ

し
い
日
に
、

ふ
と
衣
川
が
見
た
く
な
っ
て
、
わ
ざ
わ
ざ
対
岸
の
よ
く
見
え
る
所
へ
行
っ
て
み
た
。
そ

こ
に
は
要
害
堅
固
な
衣
川
の
館た

て

が
、
立
派
な
城
壁
を
め
ぐ
ら
し
て
い
る
の
を
眺
め
て
、
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実
に
珍
し
く
、「
物
を
見
る
心
地
」
が
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

中
尊
寺
も
、
毛も

う

越つ

寺じ

も
、
横
目
で
通
り
す
ぎ
た
西
行
は
、
藤
原
三
代
の
栄
華
に
も
さ

し
た
る
興
味
は
覚
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
が
、
二
度
目
に
来
た
時
は
、
東
大
寺
再
建

の
た
め
の
＊勧
進
と
い
う
重
大
な
役
目
を
帯
び
て
い
た
か
ら
、
藤
原
氏
の
勢
力
を
、
し
か

と
見
定
め
る
必
要
が
あ
っ
た
。
そ
こ
で
、
平
泉
に
着
く
早
々
、
嵐
を
お
か
し
て
衣
川
を

見
に
行
き
、
過
ぎ
越
し
か
た
の
さ
ま
ざ
ま
の
思
い
が
去
来
し
た
に
違
い
な
い
。
初
句
の

「
取
り
分
き
て
」
に
は
、
若
い
頃
漠
然
と
見
て
い
た
衣
川
が
、
今
日
は
と
り
わ
け
肝
に

銘
じ
た
、
別
の
も
の
に
映
っ
た
、
そ
う
い
う
意
味
に
受
け
と
れ
な
く
も
な
い
。
そ
ん
な

こ
と
は
い
く
ら
い
っ
て
も
き
り
が
な
い
か
ら
止や

め
て
お
く
が
、
歌
と
い
う
も
の
は
暗あ

ん

誦し
ょ
うし
て
、
何
十
ぺ
ん
何
百
ぺ
ん
と
く
り
返
す
間
に
、
⑷
そ
の
歌
の
姿
が
お
の
ず
か
ら
見

え
て
来
る
も
の
だ
。 

単
な
る
主
観
と
い
っ
て
し
ま
え
ば
そ
れ
ま
で
だ
が
、
単
な
る
主
観

に
生
き
た
西
行
を
知
る
に
は
、そ
う
い
う
方
法
で
近
づ
く
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

衣
川
は
、
中
尊
寺
の
北
の
岡
か
ら
も
、＊
義よ

し

経つ
ね

が
か
く
れ
て
い
た
高た

か

館だ
て

か
ら
も
望
む

こ
と
が
で
き
る
。
こ
と
に
雪
の
夕
暮
に
、
か
す
か
に
遠
望
さ
れ
る
川
の
流
れ
は
、
西
行

の
昔
に
還か

え

る
心
地
が
し
て
、
⑸
名
状
し
が
た
い
寂
し
さ
に
お
そ
わ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
、
私
は
衣
川
を
渡
っ
て
み
た
が
、
そ
ば
に
よ
る
と
が
っ
ち
り
し
た
護
岸
工
事
が

ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
て
、
い
た
く
失
望
し
た
の
で
、
去
年
の
春
、
束
稲
山
の
帰
り
に
、
は

る
か
上
流
ま
で
溯

さ
か
の
ぼっ

て
み
た
。
上
流
の
方
を
「
衣
川
村
」
と
い
い
、
衣
川
は
そ
こ
で
分わ

か

れ
て
、
北き

た

股ま
た

川が
わ

と
南
股
川
に
な
る
が
、
さ
す
が
に
こ
の
辺
ま
で
来
る
と
、
昔
の
ま
ま
の

景
色
が
残
っ
て
お
り
、
船ふ

な

着つ
き

場ば

の
名な

残ご

り
や
、
古
い
館
跡
な
ど
が
見み

出い
だ

さ
れ
る
。
藤
原

三
代
以
前
の
、＊
安あ

倍べ
の

貞さ
だ

任と
う

・
宗む

ね

任と
う

が
活
躍
し
た
衣
川
は
、
こ
の
あ
た
り
で
は
な
か
っ 

た
で
あ
ろ
う
か
。
衣
川
を
見
に
行
っ
た
西
行
の
、
冴さ

え
切
っ
た
心
の
鏡
に
は
、
前
九
年

の
役
の
戦
闘
も
、＊
義よ

し

家い
え

と
貞
任
と
の
間
に
交か

わ

さ
れ
た
、「
衣
の
た
て

0

0

は
ほ
こ
ろ
び
に
け

り
〔
衣
の
縦
糸
が
ほ
こ
ろ
び
る
よ
う
に
、
館
も
滅
ん
で
し
ま
っ
た
な
あ
〕」、「
年
を
経

し
糸
の
乱
れ
の
苦
し
さ
に
〔
長
く
着
た
衣
の
糸
が
乱
れ
る
よ
う
に
、
戦
を
長
年
に
わ
た

っ
て
続
け
て
き
た
苦
し
さ
の
た
め
に
〕」
と
い
う
あ
の
悲ひ

愴そ
う

な
歌
の
や
り
と
り
も
、
あ

り
あ
り
と
映
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
す
ぐ
れ
た
歌
と
い
う
も
の
は
、
い
ろ
い
ろ
の
こ

と
を
想
わ
せ
る
も
の
だ
。

（
白
洲
正
子
「
西
行
」（
一
部
改
変
）
に
よ
る
）　

〔
注
〕
陸み
ち
の
く奥

の
国
― 

―
現
在
の
東
北
地
方
の
古
称
。「
奥
州
」
と
も
呼
ば
れ
る
。
後
出

の
「
平
泉
」
は
陸
奥
の
国
の
中
心
地
域
で
、 

藤
原
氏
の
館
や
寺
社

が
建
て
ら
れ
栄
え
た
。

よ
し
の
― 

―
吉
野
山
。
現
在
の
奈
良
県
に
位
置
し
、
桜
の
名
所
と
し
て
広
く 

 

知
ら
れ
た
。

素そ

樸ぼ
く

― 

―
「
素
朴
」
に
同
じ
。

藤
原
三
代
― 

―
平
安
時
代
末
期
に
、
奥
州
を
三
代
に
わ
た
っ
て
治
め
た
、
藤
原 

 

清
衡
・
基も

と

衡ひ
ら

・
秀
衡
を
指
す
。

一
名
― 

―
ま
た
の
名
。

聯れ
ん

想そ
う

― 

―
「
連
想
」
に
同
じ
。

 

中ち
ゅ
う

尊そ
ん

寺じ

― 

―
平
泉
に
あ
る
、
奥
州
藤
原
氏
ゆ
か
り
の
寺
。
金
色
堂
（
光
堂
） 

 

や
一
字
金
輪
像
な
ど
が
有
名
で
あ
っ
た
。

数す

奇き

― 

―
風
流
を
好
む
美
意
識
。

山さ
ん

家か

集し
ゅ
う

― 

―
西
行
の
歌
集
。

実さ
ね

方か
た

― 

―
藤
原
実
方
。
平
安
時
代
の
歌
人
。

詞こ
と
ば
が
き書
― 

―
和
歌
の
は
じ
め
に
添
え
ら
れ
る
、歌
を
詠
む
状
況
を
記
し
た
言
葉
。

勧
進
― 

―
寺
社
や
仏
像
な
ど
の
建こ

ん

立り
ゅ
う

・
修
理
の
た
め
に
寄
付
を
募
る
こ
と
。

義よ
し

経つ
ね

― 

―
源
義
経
。
鎌
倉
時
代
の
武
将
。

安あ

倍べ
の

貞さ
だ

任と
う

・
宗む

ね

任と
う

― 

―
平
安
時
代
の
武
将
の
兄
弟
。
前
九
年
の
役
で
活
躍
し
た
。

義よ
し

家い
え

― 

―
源
義
家
。
平
安
時
代
の
武
将
。
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〔
問
１
〕 ⑴
西
行
が
束た

ば

稲し
ね

山や
ま

の
桜
を
詠よ

ん
で
い
る 

と
あ
る
が
、
本
文
で
紹
介
さ
れ
た
和

歌
Ａ
に
つ
い
て
の
筆
者
の
解
釈
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　

西
行
が
奥
州
へ
の
初
め
て
の
旅
で
目
に
し
た
束
稲
山
の
桜
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、

山
面
の
一
帯
に
咲
き
わ
た
っ
て
い
る
桜
が
思
い
の
外
に
美
し
か
っ
た
こ
と
に
圧
倒
さ

れ
衝
撃
を
受
け
た
心
の
動
き
を
率
直
に
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

イ　

西
行
が
今
ま
で
聞
い
た
こ
と
も
な
か
っ
た
束
稲
山
の
桜
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
都

で
広
く
知
ら
れ
て
い
た
吉
野
山
を
超
え
る
ほ
ど
の
名
所
が
奥
州
に
存
在
し
て
い
る
こ

と
に
対
す
る
驚
き
を
素
直
に
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ウ　

古
代
か
ら
農
耕
の
信
仰
を
集
め
て
い
た
束
稲
山
の
桜
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
稲
や

桜
と
い
う
古
来
か
ら
受
け
継
が
れ
て
き
た
自
然
の
美
し
さ
に
気
付
き
、
季
節
が
変
わ

り
ゆ
く
予
感
を
喜
び
と
と
も
に
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

エ　

平
泉
の
一
帯
を
見
渡
す
こ
と
の
で
き
る
束
稲
山
の
桜
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
り
、
他
の

木
々
に
ま
ぎ
れ
る
こ
と
な
く
桜
の
花
が
咲
き
誇
る
様
子
に
感
動
し
、
都
の
人
々
に
花

見
を
す
る
こ
と
を
勧
め
る
た
め
に
歌
っ
た
も
の
で
あ
る
。

〔
問
２
〕 ⑵
西
行
の
心
境
、
⑶
西
行
の
涙 

と
あ
る
が
、
こ
れ
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　
「
西
行
の
心
境
」
は
す
べ
て
を
差
し
置
い
て
ま
で
旅
に
恋
い
焦
が
れ
る
気
持
ち
を

表
し
た
も
の
で
あ
り
、「
西
行
の
涙
」
は
藤
原
氏
が
築
き
上
げ
た
歴
史
に
対
し
て
深

い
畏
敬
の
念
を
抱
く
西
行
の
心
の
あ
り
よ
う
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

イ　
「
西
行
の
心
境
」
は
旅
へ
の
期
待
で
気
も
そ
ぞ
ろ
に
な
り
何
事
に
も
手
が
つ
か
な

い
気
持
ち
を
表
し
た
も
の
で
あ
り
、「
西
行
の
涙
」
は
金
色
堂
に
あ
ら
わ
れ
る
一
瞬

の
美
し
さ
を
見
出
す
西
行
の
心
の
あ
り
よ
う
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

ウ　
「
西
行
の
心
境
」
は
旅
の
誘
惑
に
駆
り
立
て
ら
れ
る
落
ち
着
か
な
い
気
持
ち
を
表

し
た
も
の
で
あ
り
、「
西
行
の
涙
」
は
偶
然
旅
で
出
会
っ
た
し
が
な
い
僧
侶
に
同
情

し
て
し
ま
う
西
行
の
心
の
あ
り
よ
う
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

エ　
「
西
行
の
心
境
」
は
名
所
へ
の
好
奇
心
に
突
き
動
か
さ
れ
た
旅
出
の
決
意
を
表
し

た
も
の
で
あ
り
、「
西
行
の
涙
」
は
僧
侶
た
ち
の
境
遇
を
想
像
し
て
悲
し
む
よ
う
な

豊
か
な
感
受
性
を
も
つ
西
行
の
心
の
あ
り
よ
う
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。

〔
問
３
〕⑷
そ
の
歌
の
姿
が
お
の
ず
か
ら
見
え
て
来
る
も
の
だ
。 

と
あ
る
が
、
筆
者
が
考

え
る
和
歌
Ｃ
の
「
歌
の
姿
」
を
最
も
端
的
に
表
し
て
い
る
言
葉
を
本
文
中
か
ら

七
字
で
抜
き
出
せ
。
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〔
問
４
〕⑸
名
状
し
が
た
い 

と
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
の
意
味
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次

の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

理
解
し
て
も
ら
え
な
い

イ　

言
葉
で
は
表
現
で
き
な
い

ウ　

予
期
す
る
こ
と
が
で
き
な
い

エ　

二
度
と
味
わ
う
こ
と
の
な
い

〔
問
５
〕
本
文
中
に
あ
る
和
歌
に
つ
い
て
の
筆
者
の
解
釈
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　

和
歌
Ｃ
の
詞
書
の
「
い
つ
し
か
」
と
い
う
言
葉
は
、
雪
が
吹
き
荒
れ
て
景
色
を
見

る
こ
と
が
で
き
ず
、
旅
の
目
的
で
あ
っ
た
衣
川
を
い
つ
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ

う
か
と
不
安
に
思
う
西
行
の
気
持
ち
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
。

イ　

和
歌
Ｃ
の
詞
書
の
「
様
変
り
て
」
は
、
初
め
て
衣
川
を
見
た
際
の
驚
き
を
表
し
た

も
の
だ
と
一
般
に
解
釈
さ
れ
る
が
、
歳
月
を
重
ね
た
西
行
自
身
の
変
化
が
投
影
さ
れ

た
も
の
だ
と
い
う
解
釈
が
あ
り
得
る
こ
と
を
提
示
し
て
い
る
。

ウ　

和
歌
Ｂ
も
和
歌
Ｃ
も
、
藤
原
氏
の
勢
力
な
ど
に
は
無
関
心
で
ひ
た
す
ら
風ふ

情ぜ
い

の
み

を
求
め
る
西
行
の
歌
人
と
し
て
の
姿
勢
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
た
秀
歌
で
あ
り
、
何
度
も

口
ず
さ
む
こ
と
で
西
行
の
思
い
を
深
く
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

エ　

和
歌
Ｂ
に
は
西
行
が
僧
侶
を
あ
わ
れ
に
感
じ
た
こ
と
が
詠
ま
れ
て
い
る
の
に
対

し
、
和
歌
Ｃ
は
奥
州
藤
原
氏
の
繁
栄
と
過
去
の
戦
に
お
け
る
武
士
た
ち
の
活
躍
が
重

ね
ら
れ
て
お
り
、
西
行
の
憧
憬
の
念
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
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国
　
　
　
語

1
　
問
題
は 

　
　
か
ら 

　
　
ま
で
で
、
16
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　
ま
た
、
解
答
用
紙
は
両
面
に
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

2
　
検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

3
　
声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

4
　
答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、

　
解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

5
　
答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

　
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
答
え
に
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
、
や

　
。
や
「 

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と
数
え
な
さ
い
。

6
　
答
え
を
記
述
す
る
問
題
に
つ
い
て
は
、
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

7
　
答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き

　
な
さ
い
。

8
　
受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の
　
　 

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

9
　
解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

注
　
　
　
意

（7ー日）

国
　
　
語

7

日
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