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令
和
二
年
度 

教
育
学
部 

一
般
入
試 

 

前
期
日
程 

  

一 

次
の
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
解
答
は
各
問
い
の
選
択
肢
①
～
④
か
ら
選
び
、
記
号
を
解
答
用
紙

に
記
入
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
問
一
は
漢
字
で
答
え
を
書
き
な
さ
い
。 

 

問
一 

「
コ
ク
セ
キ
取
得
に
は
煩
瑣
（
は
ん
さ
）
な
法
的
手
続
き
が
必
要
だ
」
の
「
コ
ク
セ
キ
」
を
漢

字
で
書
け
。 

 

問
二 

「
今
の
ま
ま
石
油
を
使
い
続
け
る
と
資
源
枯
渇
は
ヒ
ッ
シ
の
状
態
だ
」
の
「
ヒ
ッ
シ
」
に
当
て

る
最
も
適
当
な
漢
字
は
ど
れ
か
。 

 

 

① 

逼
死 

② 

必
死 

③ 

必
至 

④ 

逼
至 

 

問
三 

「
彼
は
よ
く
風
情
を
解
す
る
」
の
「
情
」
と
同
じ
読
み
（
音
）
の
漢
字
熟
語
を
持
つ
文
は
ど
れ

か
。 

 
 
 

① 

浮
生
夢
の
如
し 

② 

情
熱
的
に
活
動
す
る 

③ 

大
勢
の
人
が
花
見
に
来
る 

④ 

国
に
請
願
す
る 

 

問
四 

「
快
気
／
全
快
」
と
同
じ
関
係
に
な
る
最
も
適
当
な
組
み
合
わ
せ
は
ど
れ
か
。 

 

① 

従
順
／
凶
暴 

② 

日
本
史
／
世
界
史 

③ 

消
火
／
鎮
火 

④ 

逸
脱
／
参
与 

2



問
五 

次
の
四
字
熟
語
の
組
み
合
わ
せ
の
う
ち
、
す
べ
て
漢
字
が
正
し
い
も
の
は
ど
れ
か
。 

 

① 

付
和
雷
同
・
一
念
発
起
・
異
口
同
音
・
一
挙
両
得 

② 

天
変
地
移
・
白
砂
青
松
・
三
寒
四
温
・
十
人
十
色 

③ 

疑
信
暗
鬼
・
一
触
即
発
・
栄
枯
盛
衰
・
我
田
引
水 

④ 

一
意
専
心
・
右
往
左
往
・
初
志
貫
鉄
・
前
途
洋
々 

 

問
六 

漢
字
「
横
」
を
含
む
熟
語
の
う
ち
、
こ
の
漢
字
の
意
味
が
他
と
違
う
も
の
は
ど
れ
か
。 

 

① 

横
暴

な
政
治
を
改
め
る
政
治
家
を
望
む 

② 

政
治
は
腐
敗
堕
落
し
不
正
が

横
行

す
る 

③ 

気
力
に
満
ち
て

縦
横

無
尽
の
活
躍
を
す
る
。 

④ 

義
兄
の
死
後
そ
の
財
産
を

横
領

す
る 

 

問
七 

「
正
し
く
読
む
た
め
に
は
ユ
ル
や
か
に
読
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
。
決
し
て
急
い
で
は
な
ら
な
い
。
そ

の
本
か
ら
学
ぶ
た
め
に
も
、
そ
の
本
を
批
評
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
本
を
楽
し
む
た
め
に
も
、
ユ

ル
や
か
に
読
む
こ
と
が
大
切
で
あ
る
」
（
三
木
清
「
如
何
に
読
書
す
べ
き
か
」
よ
り
）
の

カ
タ

カ
ナ

を
漢
字
に
直
し
た
時
、
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
は
ど
れ
か
。 

 

① 

余
裕
の
あ
る
態
度
で
名
人
と
の
対
戦
に
臨
ん
だ 

② 

悪
し
き
生
活
習
慣
は
緩
慢
な
自
殺
行
為
で
あ
る 

③ 

寛
容
の
精
神
を
忘
れ
ず
曲
直
理
非
を
判
断
す
る 

④ 

遅
疑
逡
巡
の
末
、
履
歴
書
を
出
す
こ
と
に
し
た 
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問
八 

次
の
文
章
に
標
題
を
付
け
る
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
標
題
が
最
も
適
当
か
。 

 

と
こ
ろ
で
か
よ
う
に
自
分
自
身
の
読
書
法
を
見
出
す
た
め
に
は
先
ず
多
く
読
ま
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
。
多
読
は
濫
読
（
ら
ん
ど
く
）
と
同
じ
で
な
い
が
、
濫
読
は
明
か
に
多
読
の
一
つ

で
あ
り
、
そ
し
て
多
読
は
濫
読
か
ら
始
ま
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
古
来
読
書
の
法
に
つ
い
て

書
い
た
人
は
殆
ど
す
べ
て
濫
読
を
戒
め
て
い
る
。
多
く
の
本
を
濫
り
に
読
む
こ
と
を
し
な
い

で
、
一
冊
の
本
を
繰
り
返
し
て
読
む
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
教
え
て
い
る
。
そ
れ
は
、

疑
い
も
な
く
真
理
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
、
ち
ょ
う
ど
老
人
が
自
分
の
過
去
の
あ
や
ま

ち
を
振
返
り
な
が
ら
後
に
来
る
者
が
再
び
同
じ
あ
や
ま
ち
を
し
な
い
よ
う
に
と
青
年
に
対

し
て
与
え
る
教
訓
に
似
て
い
る
。
か
よ
う
な
教
訓
に
は
善
い
意
志
と
正
し
い
智
慧
と
が
含
ま

れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
老
人
の
教
訓
を
忠
実
に
守
る
に
止
ま
る
よ
う
な
青
年

は
、
進
歩
的
な
、
独
創
的
な
と
こ
ろ
の
乏
し
い
青
年
で
あ
る
。
（
三
木
清
「
如
何
に
読
書
す

べ
き
か
」
よ
り
） 

 

① 

老
人
の
時
代 

② 

進
歩
的
独
創
的
な
青
年 

③ 

自
分
自
身
の
読
書
法 

④ 

多
読
と
濫
読 

 

問
九 

「
一
生
懸
命
努
力
し
働
く
こ
と
」
を
意
味
す
る
四
字
熟
語
は
ど
れ
か
。 

 

① 

苦
学
力
行 

② 

汗
牛
充
棟 

③ 

粉
骨
砕
身 

④ 

晴
耕
雨
読 

 

問
一
〇 

四
字
熟
語
「
因
循
姑
息
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。 

 

① 

問
題
の
根
本
的
解
決
を
避
け
小
手
先
の
手
直
し
し
か
行
わ
な
い
こ
と 

② 

同
じ
ま
ち
が
い
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
進
歩
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と 

③ 

こ
れ
ま
で
の
や
り
方
を
改
め
ず
そ
の
場
し
の
ぎ
の
策
を
弄
す
る
こ
と 

④ 

美
し
く
魅
力
的
な
外
見
だ
が
若
々
し
さ
や
生
気
に
は
欠
け
る
こ
と 
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問
一
一 

「
物
事
に
熱
中
し
す
ぎ
る
こ
と
」
を
意
味
す
る
表
現
は
ど
れ
か
。 

 

① 

満
を
持
す 

② 

病
膏
肓
に
入
る 

③ 

自
家
薬
籠
中
の
物 

④ 

飛
ぶ
鳥
を
落
と
す
勢
い 

 

問
一
二 

次
の
文
の
う
ち
、
傍
線
部
の
表
現
の
使
い
方
が
不
適
切
な
も
の
は
ど
れ
か
。 

 

① 

議
論
で
相
手
を
言
い
負
か
し
て

溜
飲
を
下
げ
る

な
ど
と
い
う
卑
し
い
行
為
は
、
心
が
広
い
と
自

称
す
る
人
間
の
す
る
こ
と
で
は
な
い 

② 

威
儀
を
正
そ
う

と
努
め
る
山
田
の
話
し
方
が
気
に
な
る
が
、
あ
る
い
は
私
が
気
に
さ
わ
る
よ
う

な
事
を
言
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

③ 

水
を
差
す

意
図
を
推
測
さ
せ
る
君
の
妄
言
で
あ
の
仲
の
良
か
っ
た
田
中
さ
ん
と
山
田
君
が
別
れ

た
と
い
う
う
わ
さ
を
聞
い
た 

④ 

い
つ
も
不
機
嫌
そ
う
な

取
り
付
く
島
も
な
い

応
対
を
見
て
い
る
と
田
中
さ
ん
と
親
し
く
す
る
人

が
い
な
い
の
も
頷
け
る 

 

問
一
三 

次
の
文
の
う
ち
、
傍
線
部
の
漢
字
熟
語
を
正
し
く
使
っ
て
い
る
も
の
は
ど
れ
か
。 

 

① 

画
家
を

齟
齬

す
る
編
集
者
に
は
カ
サ
に
か
か
っ
た
態
度
を
と
る
も
の
も
多
か
っ
た 

② 

弱
い
立
場
の
著
述
家
に
は
編
集
者
の

方
策

を
拒
否
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た 

③ 

言
葉
に
現
れ
る
微
妙
な

要
諦

に
捉
わ
れ
過
ぎ
る
の
が
弱
小
文
筆
家
の
弊
害
で
あ
る 

④ 

流
行
を
作
る
華
や
か
な
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
も
陰
湿
な
権
力
の

逡
巡

が
存
在
す
る 

 

問
一
四 

「
ひ
ど
く
痛
め
つ
け
ら
れ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
の
四
字
熟
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は

ど
れ
か
。 

 

① 

意
気
消
沈 

② 

人
事
不
省 

③ 

艱
難
辛
苦 

④ 

満
身
創
痍 
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問
一
五 

「
去
年
の
秋
、
朝
日
新
聞
の
「
音
楽
展
望
」
で
、
子
ど
も
の
時
『
カ
ル
メ
ン
』
の
闘
牛
士
の

歌
が
ハ
モ
ニ
カ
で
吹
け
る
よ
う
に
な
っ
て
う
れ
し
か
っ
た
こ
と
を
書
い
た
文
章
、
す
ば
ら
し
か
っ
た
で

す
ね
。
や
は
り
文
章
の
名
人
は
違
う
と
、（ 

 
 

）
思
い
で
し
た
」（
丸
谷
才
一
の
文
章
に
よ
る
）
の

（ 
 

 

）
に
入
る
最
も
適
当
な
言
葉
は
ど
れ
か
。 

 

① 

音
を
あ
げ
る 

② 

理
に
か
な
う 

③ 

舌
を
巻
く 

④ 

半
畳
を
入
れ
る 

 

問
一
六 

熟
語
の
漢
字
が
す
べ
て
正
し
い
も
の
は
ど
れ
か
。 

 

① 

獅
子
奮
甚 

② 

気
色
満
面 

③ 

才
気
間
発 

④ 

破
顔
一
笑 

 

問
一
七 

〈 
 

〉
内
の
言
葉
の
使
い
方
が
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。 

 

① 

あ
れ
は
〈
雲
を
つ
か
む
よ
う
な
話
〉
で
全
く
あ
て
に
は
な
ら
な
い 

② 

取
材
依
頼
を
〈
奇
を
て
ら
う
〉
事
も
な
く
や
ん
わ
り
と
断
ら
れ
た 

③ 

政
治
の
話
に
な
る
と
〈
け
ん
も
ほ
ろ
ろ
に
〉
熱
弁
を
ふ
る
う
男
だ 

④ 

変
装
を
見
破
ら
れ
た
今
、
髪
型
で
〈
糊
口
を
し
の
ぐ
〉
必
要
も
な
い 
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問
一
八 

次
の
文
章
の
空
欄
（
Ａ
）
・
（
Ｂ
）
・
（
Ｃ
）
・
（
Ｄ
）
・
（
Ｅ
）
に
入
る
言
葉
の
組
み
合

わ
せ
で
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。 

 
「
読
書
に
も
年
齢
が
あ
り
、
（
Ａ
）
は
古
典
的
な
も
の
を
好
み
、
（
Ｂ
）
は
新
し
い
も
の
を

求
め
る
と
い
う
の
が
普
通
で
あ
る
。
（
Ｂ
）
が
新
刊
書
を
喜
ぶ
と
い
う
こ
と
は
そ
の
（
Ｃ
）

の
旺
盛
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
排
斥
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
が
、
し
か
し
そ
こ
に
は
ま
た
単

な
る
好
奇
心
の
虜
に
な
る
危
険
も
あ
る
の
で
あ
る
。
古
典
の
た
め
に
新
刊
書
を
（
Ｄ
）
す
る

こ
と
な
く
、
新
刊
書
の
た
め
に
古
典
を
（
Ｅ
）
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
の
が
肝
要
で

あ
る
。
」
（
三
木
清
「
如
何
に
読
書
す
べ
き
か
」
よ
り
） 

 

① 

（
老
人
）
・
（
青
年
）
・
（
知
識
欲
）
・
（
軽
蔑
）
・
（
忘
却
） 

② 

（
高
齢
者
）
・
（
若
年
層
）
・
（
向
学
心
）
・
（
理
解
）
・
（
無
視
） 

③ 

（
学
究
）
・
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
）
・
（
職
責
観
念
）
・
（
等
閑
に
付
）
・
（
ネ
グ
レ
ク
ト
） 

④ 

（
中
高
年
）
・
（
若
者
）
・
（
向
上
心
）
・
（
過
小
評
価
）
・
（
過
大
評
価
） 

 

問
一
九 

四
字
熟
語
「
（ 

）
学
阿
世
」
「
紆
余
（ 

）
折
」
の
空
欄
（ 
）
に
入
る
共
通
の
漢
字
は

ど
れ
か
。 

 

① 

回 

② 

折 

③ 

曲 

④ 

直 

 

問
二
〇
「
人
間
万
事
塞
翁
が
馬
」
と
近
い
意
味
の
こ
と
ば
は
ど
れ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。 

 

① 

怪
我
（
け
が
）
の
功
名 

② 

終
り
よ
け
れ
ば
全
て
よ
し 

③ 

禍
福
は
あ
ざ
な
え
る
縄
の
如
し 

④ 

雨
降
っ
て
地
固
ま
る 
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問
二
一
「
采
配
を
振
る
」
の
使
い
方
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。 

 

① 

采
配
を
振
る
と
い
う
表
現
は
商
売
に
従
事
す
る
人
特
有
の
行
為
に
由
来
し
て
い
る 

② 

外
国
に
出
る
時
は
采
配
を
振
る
適
当
な
時
期
を
心
得
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い 

③ 

実
戦
の
経
験
に
乏
し
い
人
が
監
督
と
し
て
試
合
の
采
配
を
振
る
べ
き
で
は
な
い 

④ 

旅
は
人
生
の
最
良
の
学
校
だ
と
い
う
古
言
の
真
実
に
深
く
采
配
を
振
る
思
い
だ 

 

問
二
二 

熟
語
「
杞
憂
」
の
使
い
方
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。 

 

① 

優
雅
な
物
語
が
多
く
書
か
れ
た
事
実
が
時
代
の
杞
憂
を
理
解
す
る
手
掛
か
り
だ 

② 

産
業
革
命
が
世
界
史
に
も
た
ら
し
た
否
定
的
な
杞
憂
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い 

③ 

ベ
テ
ラ
ン
刑
事
の
引
退
で
懸
念
さ
れ
た
犯
人
確
保
の
困
難
も
杞
憂
に
終
っ
た 

④ 

松
尾
芭
蕉
「
奥
の
細
道
」
を
慕
っ
て
今
も
俳
聖
の
杞
憂
を
辿
る
人
が
絶
え
な
い 

 

問
二
三 

「
ヒ
ア
リ
ン
グ
」
の
意
味
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
は
ど
れ
か
。 

 

① 

事
故
な
ど
の
発
生
時
に
利
害
関
係
者
か
ら
事
故
関
連
の
事
情
を
聴
取
す
る
こ
と 

② 

運
送
業
界
な
ど
で
使
用
さ
れ
る
正
確
な
配
達
時
間
を
自
動
的
に
告
知
す
る
装
置  

③ 

一
定
期
間
の
大
体
の
支
出
を
計
算
し
て
前
以
て
あ
る
金
額
を
預
け
て
お
く
こ
と 

④ 

先
進
国
が
生
産
し
す
ぎ
た
工
業
製
品
を
中
進
国
に
な
ど
に
安
く
販
売
す
る
こ
と  

 

問
二
四 

傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
語
を
正
し
く
使
っ
て
い
る
も
の
は
ど
れ
か
。 

 

① 

歩
道
や
車
道
な
ど
に

イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
の
概
念
を
導
入
す
る
必
要
性
を
論
じ
る 

② 

シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
重
ね
た
未
来
の
姿
を
も
と
に
ど
ん
な
学
生
生
活
を
送
る
か
を
考
え
る 

③ 

酸
性
雨
の
影
響
の
解
明
に
は
原
因
物
質
の
排
出
量
の

デ
リ
バ
リ
ー
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る 

④ 

複
雑
化
し
た
社
会
に
生
き
る
現
代
人
は

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン

の
危
機
に
晒
さ
れ
て
い
る  

   

8



問
二
五 

カ
タ
カ
ナ
語｢

デ
フ
ォ
ル
ト｣

を
正
し
く
使
っ
て
い
る
も
の
は
ど
れ
か
。 

 

① 

う
ま
く
作
動
し
な
い
時
に
は
一
旦
デ
フ
ォ
ル
ト
の
状
態
に
戻
す
こ
と
に
し
て
い
る 

② 

昨
日
ア
メ
リ
カ
か
ら
帰
っ
て
き
た
ば
か
り
な
の
で
ま
だ
体
が
デ
フ
ォ
ル
ト
で
あ
る 

③ 

こ
の
際
政
治
的
な
つ
な
が
り
を
利
用
し
て
こ
の
大
き
な
取
引
を
デ
フ
ォ
ル
ト
し
た
い 

④ 

有
機
排
水
を
安
全
に
デ
フ
ォ
ル
ト
す
る
法
律
が
な
い
国
を
対
象
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い 

  

二 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
解
答
は
問
い
の
選
択
肢
①
～
④
か
ら
選
び
、
記

号
を
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。 

  

私
は
「
御
菓
子
丸
」
と
い
う
屋
号
で
お
菓
子
作
り
を
し
て
い
る
。
江
戸
時
代
か
ら
続
く
和
菓
子
屋
と
言

わ
れ
た
ら
、
な
ん
と
な
く
信
じ
て
し
ま
う
様
な
、
そ
し
て
一
度
聞
い
た
ら
忘
れ
ら
れ
な
い
ユ
ー
モ
ア
を
こ

め
て
、
こ
の
屋
号
を
考
え
た
。
ま
た
、
禅
の
円
相
に
通
じ
る
普
遍
的
な
も
の
を
作
り
た
い
と
い
う
気
持
ち

も
込
め
て
い
る
。 

 

和
菓
子
屋
と
言
っ
て
も
、
今
は
店
は
な
く
、
自
分
が
出
向
い
て
お
客
さ
ん
の
前
で
作
り
立
て
の
お
菓
子

を
ふ
る
ま
っ
た
り
、
喫
茶
室
に
定
期
的
に
お
菓
子
を
納
品
し
た
り
、
箱
詰
め
さ
れ
た
お
菓
子
を
商
品
と
し

て
お
店
に
納
品
し
た
り
、
と
い
う
の
が
現
在
の
仕
事
だ
。 

 

な
ぜ
、
私
が
こ
の
仕
事
に
つ
い
た
の
か
。
ま
ず
は
十
五
年
前
に
巻
き
戻
し
て
話
を
始
め
た
い
と
思
う
。 

 

命
あ
る
も
の
は
や
が
て
こ
の
世
か
ら
旅
立
つ
。
人
は
そ
の
こ
と
を
知
り
な
が
ら
も
生
き
る
。
そ
れ
は
ど

う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。 

 

十
分
な
時
間
が
あ
っ
た
大
学
生
の
時
に
そ
ん
な
こ
と
ば
か
り
考
え
て
学
生
生
活
を
送
っ
て
い
た
。 

 

そ
れ
と
同
時
に
、
何
者
で
も
な
い
自
分
は
こ
れ
か
ら
先
、
何
を
し
て
生
き
て
い
こ
う
か
、
ど
の
様
に
生

き
て
い
こ
う
か
、
と
も
考
え
て
い
た
。
「
ど
う
せ
生
き
る
な
ら
、
こ
の
瞬
間
を
全
う
し
た
い
」
。
な
ぜ
人
は

生
き
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
そ
の
想
い
の
純
度
は
高
く
な
っ
て
い
っ
た
。 

 

そ
し
て
、
そ
の
想
い
を
叶
（
か
な
）
え
る
方
法
と
し
て
、
食
べ
物
で
表
現
す
る
と
い
う
答
え
に
至
っ
た
。 

 

目
の
前
に
あ
っ
た
物
が
、
食
べ
る
と
無
く
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
の
人
の
体
の
中
に
入
っ
て
し
ま
う
、
そ

ん
な
当
た
り
前
の
こ
と
を
大
発
見
し
た
気
に
な
っ
て
、
「
こ
れ
だ
」
と
確
信
し
た
自
分
が
い
た
。
そ
の
確
信

は
今
で
も
変
わ
ら
ず
私
の
中
に
あ
る
。
Ａ
「
ど
う
せ
生
き
る
な
ら
、
こ
の
瞬
間
を
全
う
し
た
い
」
と
い
う

言
葉
は
「
食
べ
て
無
く
な
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
美
し
い
瞬
間
を
作
り
た
い
」
と
い
う
言
葉
に
翻
訳
さ
れ

て
私
の
仕
事
と
な
っ
た
。
お
菓
子
と
い
う
刹
那
的
な
素
材
、
で
も
印
象
と
し
て
残
る
も
の
、
普
遍
的
な
も

の
を
探
し
続
け
て
い
る
。 
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食
べ
物
の
中
で
も
和
菓
子
の
道
に
進
ん
だ
の
は
、
最
初
の
き
っ
か
け
と
し
て
一
冊
の
本
を
手
に
取
っ
た

こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
。『
Ｗ
ａ
ｇ
ａ
ｓ
ｈ

i 

和
の
菓
子
』
。 

 

そ
の
本
に
は
一
ペ
ー
ジ
に
一
つ
の
お
菓
子
、
一
つ
の
お
菓
子
に
は
一
つ
の
情
景
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。

一
つ
の
情
景
と
い
う
の
は
和
歌
を
詠
ん
で
心
の
中
に
現
れ
る
映
像
の
こ
と
で
、
そ
れ
が
お
菓
子
の
色
形
に

な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
た
。 

 

こ
ん
な
食
べ
物
が
あ
る
ん
だ
と
衝
撃
を
受
け
る
と
同
時
に
、
花
鳥
風
月
の
世
界
で
語
ら
れ
る
に
は
留
ま

ら
な
い
可
能
性
を
感
じ
た
。
和
歌
の
世
界
だ
け
で
な
く
、
今
こ
の
世
界
で
見
て
い
る
情
景
を
お
菓
子
に
閉

じ
込
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
。
そ
こ
か
ら
和
菓
子
を
作
り
始
め
て
十
数
年
、
今
で
も
そ
の

可
能
性
は
感
じ
続
け
て
い
る
。 

 

私
が
学
ん
だ
和
菓
子
は
茶
席
菓
子
と
部
類
さ
れ
る
も
の
で
、
文
字
通
り
茶
席
で
出
さ
れ
る
お
菓
子
で
あ

る
。
お
菓
子
を
作
り
始
め
た
頃
は
、
そ
の
茶
席
菓
子
を
ベ
ー
ス
に
、
お
菓
子
を
美
術
作
品
と
し
て
成
立
さ

せ
た
い
と
熱
い
気
持
ち
で
向
き
合
っ
て
い
た
。
食
べ
て
無
く
な
る
作
品
。
壊
れ
な
い
限
り
存
在
し
続
け
る

美
術
作
品
に
対
し
て
、
お
菓
子
は
鑑
賞
者
の
体
の
中
に
入
っ
て
い
く
作
品
。
そ
の
瞬
間
を
味
わ
う
作
品
。 

 

あ
る
現
代
美
術
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
オ
ー
ナ
ー
は
「
お
菓
子
は
美
術
作
品
に
は
な
ら
な
い
」
と
言
っ
た
。
そ

の
当
時
は
悔
し
く
て
、
絶
対
成
立
さ
せ
て
や
る
と
意
気
込
ん
で
い
た
。
今
も
ま
だ
そ
の
熱
い
気
持
ち
が
無

い
訳
で
は
な
い
。
た
だ
、
食
べ
物
で
あ
る
以
上
美
味
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
見
た
目
が
い
く
ら
美
し

く
て
も
食
べ
た
時
の
感
動
が
な
け
れ
ば
残
念
だ
。 

 

お
菓
子
が
作
品
と
し
て
成
立
す
る
か
ど
う
か
は
措
い
て
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
「
美
味
し
い
」
っ
て
な
ん

だ
、
と
自
問
自
答
し
続
け
、
視
覚
、
嗅
覚
、
触
覚
、
聴
覚
、
味
覚
、
色
ん
な
ア
プ
ロ
ー
チ
で
お
菓
子
を
作

っ
て
き
た
。
心
花
や
ぐ
よ
う
な
形
、
香
ば
し
い
香
り
、
触
り
心
地
の
よ
さ
、
噛
ん
で
響
く
音
、
五
感
を
直

接
的
に
刺
激
す
る
こ
と
は
食
べ
物
の
一
番
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
で
、
や
は
り
こ
こ
に
魅
力
を
感
じ
る
。 

 

大
げ
さ
か
も
し
れ
な
い
が
、
五
感
を
使
っ
て
食
べ
る
こ
と
は
、
自
分
が
こ
こ
に
い
る
こ
と
を
確
か
め
る

こ
と
で
も
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
お
菓
子
が
体
の
中
に
入
っ
て
い
く
こ
と
で
、
そ
の
人
の
内
か
ら
感
覚
を

刺
激
す
る
。 

                        
 

 

お
菓
子
を
作
り
始
め
て
か
ら
、
ず
っ
と
何
を
し
て
生
き
て
い
こ
う
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
答
え
を

出
し
続
け
て
き
た
。 

 

ど
の
様
に
生
き
て
い
こ
う
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
ど
う
だ
ろ
う
。
今
一
番
身
近
に
あ
る
答
え
は

「
日
常
に
あ
る
非
日
常
」
を
叶
え
る
と
い
う
こ
と
。
文
字
に
す
る
と
堅
苦
し
い
話
の
よ
う
だ
が
、
そ
れ
は

子
供
の
頃
に
し
た
飯
事
（
ま
ま
ご
と
）
の
楽
し
み
と
近
し
い
。
砂
に
線
を
引
い
た
だ
け
で
部
屋
に
な
り
、

摘
み
取
っ
た
草
が
ご
は
ん
に
な
る
、
い
つ
も
と
同
じ
場
所
が
あ
る
仕
掛
け
に
よ
っ
て
違
う
世
界
に
見
え
る
、

私
は
そ
ん
な
仕
掛
け
を
お
菓
子
で
作
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
子
供
の
頃
に
し
た
飯
事
の
楽
し
さ
は
大
人
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に
な
っ
た
私
の
心
に
色
褪
（
あ
）
せ
る
こ
と
な
く
存
在
し
て
い
る
。 

 

い
つ
か
ら
か
人
は
大
人
役
を
演
じ
る
よ
う
に
な
り
、
子
供
の
時
に
感
じ
た
喜
び
を
、
思
い
出
と
し
て
心

の
奥
に
仕
舞
っ
て
し
ま
う
。 

 

そ
ん
な
こ
と
は
寂
し
い
。
大
人
だ
っ
て
子
供
と
同
じ
ぐ
ら
い
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
上
の
、
生
き
て
培

っ
て
き
た
分
の
わ
く
わ
く
を
感
じ
る
べ
き
だ
と
私
は
思
う
。
年
を
重
ね
る
っ
て
こ
ん
な
に
楽
し
い
ん
だ
よ
、

と
子
供
た
ち
に
胸
を
張
っ
て
言
え
る
よ
う
に
。
実
際
、
私
の
周
り
に
は
わ
く
わ
く
し
続
け
て
い
る
大
人
が

た
く
さ
ん
居
て
、
そ
の
人
た
ち
は
い
つ
も
私
に
憧
憬
の
念
を
抱
か
せ
て
く
れ
る
。 

 

「
日
常
に
あ
る
非
日
常
」
を
体
現
し
て
い
る
知
人
が
い
る
。
職
業
は
ギ
ャ
ラ
リ
ー
オ
ー
ナ
ー
。
彼
女
の

家
は
、
展
示
会
が
開
か
れ
る
時
、
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
変
わ
る
。
展
示
会
が
終
わ
っ
た
時
、
い
つ
も
の
家
に
戻

る
。
朝
ご
は
ん
を
食
べ
た
空
間
が
、
数
時
間
後
た
く
さ
ん
の
お
客
さ
ん
が
出
入
り
す
る
空
間
に
、
そ
し
て
、

最
後
の
お
客
さ
ん
が
一
人
帰
っ
た
瞬
間
に
ほ
っ
と
一
息
お
茶
を
飲
む
住
処
と
な
る
。
そ
こ
で
は
日
常
と
非

日
常
と
が
同
じ
場
所
で
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。 

 

日
常
か
ら
非
日
常
へ
、
非
日
常
か
ら
日
常
ヘ
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
描
い
て
変
化
す
る
様
子
は
、
ま
さ
に
Ｂ

私
が
目
指
し
て
い
る
お
菓
子
の
在
り
方

と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
今
、
彼
女
と
仕
事
を
し
て
い
る
の
は

引
き
寄
せ
ら
れ
た
必
然
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
い
つ
も
と
同
じ
場
所
が
あ
る
仕
掛
け
に
よ
っ
て
違
う
世
界

に
見
え
る
、
あ
の
頃
の
喜
び
を
思
い
出
さ
せ
て
く
れ
る
場
所
。 

 

自
分
の
生
活
、
大
き
く
言
え
ば
、
人
生
で
も
「
日
常
に
あ
る
非
日
常
」
を
感
じ
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

う
つ
ろ
う
空
の
色
を
眺
め
る
こ
と
、
河
原
で
拾
っ
た
石
を
手
の
中
で
転
が
す
こ
と
、
自
転
車
に
乗
っ
て
季

節
の
風
を
切
る
こ
と
、
つ
や
つ
や
の
ご
は
ん
を
食
べ
る
こ
と
、
お
気
に
入
り
の
器
に
料
理
を
載
せ
る
こ
と
、

饅
頭
の
皮
を
手
で
捏
（
こ
）
ね
る
こ
と
、
こ
ぼ
れ
た
砂
糖
を
眺
め
る
こ
と
、
コ
マ
を
回
す
こ
と
、
美
術
作

品
に
向
き
合
う
こ
と
、
知
ら
な
い
言
葉
に
出
会
う
こ
と
、
音
の
響
き
を
感
じ
る
こ
と
、
愛
す
る
人
た
ち
と

言
葉
を
交
わ
す
こ
と
。
文
字
に
し
て
並
べ
る
と
、
と
て
も
普
通
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
そ
ん
な
普

通
の
中
に
ス
イ
ッ
チ
は
必
ず
あ
る
。
そ
の
つ
ま
み
を
少
し
捻
（
ひ
ね
）
る
だ
け
で
、
当
た
り
前
だ
っ
た
物

や
気
色
が
、
違
う
も
の
に
生
ま
れ
変
わ
る
こ
と
を
、
何
度
も
味
わ
っ
て
き
た
。
砂
に
線
を
引
い
て
部
屋
を

作
り
、
摘
み
取
っ
た
草
を
ご
は
ん
に
す
る
、
そ
の
先
に
こ
ん
な
沢
山
の
味
わ
い
が
待
っ
て
い
た
と
思
う
と
、

生
き
る
こ
と
は
楽
し
い
し
、
そ
の
喜
び
の
中
に
お
菓
子
作
り
が
あ
る
。 

 

美
し
い
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
、
美
味
し
い
っ
て
な
ん
だ
ろ
う
、
「
日
常
に
あ
る
非
日
常
」
と
は
、
と
湧
き
上

が
る
疑
問
に
対
す
る
答
え
が
出
る
ま
で
私
は
お
菓
子
を
作
り
続
け
る
と
思
う
。
も
し
か
す
る
と
答
え
は
出

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
冒
険
家
の
様
に
誰
も
見
た
こ
と
の
な
い
も
の
が
見
た
い
か
ら
、「
こ
れ
が
答
え
で

す
」
と
言
わ
れ
て
も
満
足
せ
ず
、
ま
た
答
え
を
探
す
旅
に
出
る
。
そ
ん
な
性
分
だ
か
ら
仕
方
な
い
。
新
し

い
お
菓
子
を
閃
き
、
そ
れ
が
具
現
化
さ
れ
た
時
の
喜
び
は
何
に
も
変
え
ら
れ
な
い
の
だ
。 

 

こ
の
先
、
作
っ
て
み
た
い
お
菓
子
が
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
甘
く
な
い
お
菓
子
。
和
菓
子
の
歴
史
を
振
り
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返
れ
ば
、
十
六
、
七
世
紀
に
は
〝
調
理
物
〟
と
い
っ
て
甘
み
の
な
い
、
現
代
で
い
う
と
料
理
と
認
識
さ
れ

そ
う
な
も
の
が
茶
席
菓
子
と
し
て
お
茶
と
と
も
に
嗜
ま
れ
て
い
た
。
そ
の
文
脈
に
沿
っ
て
甘
く
な
い
お
菓

子
を
作
る
こ
と
は
、
も
し
か
す
る
と
と
て
も
自
然
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
甘
く
な
い
食
べ
物
を
作

っ
た
と
し
て
も
、
〝
お
菓
子
〟
と
呼
ぶ
こ
と
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
の
は
、
そ
こ
に
「
日
常
に
あ
る
非
日
常
」

を
作
り
た
い
想
い
が
あ
る
か
ら
だ
。 

 

も
う
一
つ
は
、
視
覚
要
素
を
ど
ん
ど
ん
無
く
し
て
い
く
こ
と
。
先
日
ふ
と
、
気
付
い
た
の
だ
。
視
覚
、

嗅
覚
、
触
覚
、
聴
覚
、
味
覚
、
こ
れ
ま
で
視
覚
と
嗅
覚
、
視
覚
と
触
覚
、
と
い
つ
も
視
覚
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
固
執
し
て
い
た
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
と
。
五
つ
の
感
覚
を
も
っ
と
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
捉
え
て
、
時

に
は
嗅
覚
と
触
覚
、
触
覚
と
聴
覚
に
訴
え
る
よ
う
な
お
菓
子
が
あ
っ
て
も
い
い
は
ず
な
の
だ
。
実
際
、
こ

れ
ま
で
も
手
に
触
っ
て
口
に
触
れ
て
柔
ら
か
さ
を
感
じ
る
も
の
、
一
色
な
の
に
、
味
わ
い
は
い
く
つ
か
の

色
を
感
じ
る
も
の
、
な
ど
を
作
っ
て
き
た
。
も
っ
と
も
っ
と
五
感
と
い
う
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
も
の
を

越
え
て
い
く
と
、
そ
の
先
に
美
し
さ
や
美
味
し
さ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
新
た
に
試
し
て
み
た
い
の

だ
。 

 

そ
の
時
、
感
じ
た
自
分
の
閃
き
を
形
に
し
て
い
く
こ
と
し
か
で
き
な
い
。
閃
い
て
、
試
し
て
、
失
敗
し

て
、
閃
い
て
、
試
し
て
、
形
に
な
っ
て
、
の
繰
り
返
し
。 

 

今
日
も
そ
ん
な
日
常
の
中
で
何
か
を
探
し
続
け
る
た
め
に
私
は
キ
ッ
チ
ン
に
立
っ
て
い
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
杉
山
早
陽
子
「
日
常
に
あ
る
非
日
常
」
『
図
書
』
2019
年
6
月
号
よ
り
） 

 

 

問
一 

傍
線
部
Ａ
。
「
ど
う
せ
生
き
る
な
ら
、
こ
の
瞬
間
を
全
（
ま
っ
と
）
う
し
た
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。 

① 

人
生
は
限
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
瞬
間
瞬
間
を
充
実
し
た
も
の
に
し
て
い
き
た
い
。 

② 

人
生
は
は
か
な
く
む
な
し
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
瞬
間
的
に
輝
い
て
も
意
味
は
無
い
。 

③ 

人
生
は
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
で
き
る
だ
け
長
生
き
し
た
い 

④ 

人
生
は
結
構
長
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
気
の
向
く
ま
ま
に
好
き
な
よ
う
に
過
ご
し
た
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
Ａ
。
「
食
べ
て
無
く
な
る
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
美
し
い
瞬
間
を
作
り
た
い
」
と
は
ど
う
い 

 

う
意
味
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。 

① 

お
菓
子
は
味
あ
っ
て
こ
そ
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
瞬
間
的
に
お
い
し
く
感
じ
ら
れ
る
も
の
に
し
た
い
。 

② 

お
菓
子
も
人
生
と
同
じ
く
一
時
的
な
存
在
で
あ
る
か
ら
、
で
き
る
だ
け
多
く
味
わ
い
た
い
。 

③ 

お
菓
子
は
食
べ
ら
れ
て
無
く
な
る
瞬
間
的
な
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
美
し
く
て
感
動
的
な
も
の
を
つ
く
り

た
い
。 

④ 

お
菓
子
は
食
べ
ら
れ
て
無
く
な
る
物
だ
か
ら
こ
そ
、
必
然
的
に
美
し
い
も
の
と
な
る
。 
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問
三 

傍
線
部
Ａ
。「
翻
訳
さ
れ
て
私
の
仕
事
と
な
っ
た
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適

当
な
も
の
を
選
べ
。 

① 

長
い
人
生
を
気
楽
な
充
実
し
た
も
の
に
し
た
い
と
思
い
、
お
菓
子
作
り
を
仕
事
に
選
ん
だ
。 

② 

人
生
と
お
菓
子
が
「
限
ら
れ
た
物
」
と
し
て
重
ね
合
わ
さ
れ
、
お
菓
子
作
り
が
仕
事
に
な
っ
た
。 

③ 

長
生
き
し
た
い
と
い
う
思
い
が
お
菓
子
作
り
と
い
う
の
ん
び
り
し
た
仕
事
を
選
ん
だ
。 

④ 

は
か
な
い
人
生
で
、
同
じ
く
は
か
な
い
お
菓
子
作
り
を
生
き
て
い
く
手
段
と
し
て
選
ん
だ
。 

 

問
四 

傍
線
部
Ｂ
。「
私
が
目
指
し
て
い
る
お
菓
子
の
在
り
方
」
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。
次
の
中
か
ら
最

も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。 

① 

「
日
常
に
あ
る
非
日
常
」
を
作
り
た
い
と
い
う
想
い
を
か
な
え
た
お
菓
子 

② 

五
つ
の
感
覚
を
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
に
と
ら
え
、
感
覚
を
無
く
し
た
お
菓
子 

③ 

「
非
日
常
の
中
に
あ
る
日
常
」
を
見
出
し
た
お
菓
子 

④ 

日
常
か
ら
非
日
常
へ
、
非
日
常
か
ら
日
常
へ
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
描
い
て
変
化
を
見
せ
る
お
菓
子 

 

  

三 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
答
え
は
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
。 

 
 

（
注
：
原
文
の
冒
頭
・
末
尾
を
一
部
省
略
し
て
い
る
。
）    

  

材
木
屋
の
父
が
没
落
し
た
の
は
昭
和
三
二
年
の
諌
早
（
い
さ
は
や
）
大
水
害
で
材
木
を
一
切
合
切
流
さ

れ
て
し
ま
っ
て
以
後
の
こ
と
。 

 

長
崎
市
上
町
の
、
部
屋
が
一
二
も
あ
っ
て
庭
に
築
山
（
つ
き
や
ま
）
と
池
の
あ
る
よ
う
な
大
邸
宅
か
ら
、

新
中
川
町
の
、
ジ
メ
ジ
メ
と
し
た
台
所
の
ほ
か
二
間
し
か
な
い
二
軒
長
屋
に
引
っ
越
し
だ
の
は
僕
が
ち
ょ

う
ど
小
学
校
一
年
生
の
終
わ
り
だ
っ
た
。 

  

狭
い
家
に
移
っ
て
後
も
、
花
好
き
の
母
は
、
財
布
に
僅
か
な
余
裕
が
あ
れ
ば
、
長
屋
の
前
の
坂
道
を
天

秤
棒
を
揺
ら
し
な
が
ら
ゆ
ら
ゆ
ら
上
っ
て
行
く
花
売
り
を
呼
び
止
め
て
仏
花
、
あ
る
い
は
ち
ゃ
ぶ
台
に
飾

る
さ
さ
や
か
な
花
な
ど
を
買
い
求
め
た
。 

 

庭
と
呼
ぶ
の
も
恥
ず
か
し
い
二
坪
ほ
ど
の
庭
を
、
母
が
耕
し
て
小
さ
な
花
畑
を
作
っ
た
の
は
祖
母
が
亡

く
な
っ
た
翌
年
の
こ
と
だ
っ
た
か
ら
僕
が
四
年
生
か
五
年
生
の
時
か
。 

 

伊
良
林
小
学
校
の
校
舎
の
三
階
以
上
の
一
番
南
の
角
へ
行
け
ば
我
が
家
を
見
下
ろ
す
こ
と
が
出
来
た
。 

 

授
業
の
合
間
に
廊
下
の
窓
か
ら
母
を
呼
ん
で
手
を
振
る
と
、
大
盥
（
お
お
だ
ら
い
）
に
洗
濯
板
を
使
っ

て
洗
い
物
を
す
る
母
が
笑
い
な
が
ら
手
を
振
り
返
し
て
く
れ
た
。 

 

貧
し
い
け
れ
ど
も
不
幸
せ
で
は
な
か
っ
た
。 
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祖
母
は
長
屋
に
転
居
し
て
二
年
後
に
寝
た
き
り
に
な
っ
た
が
、
母
は
姑
に
よ
く
仕
え
た
。 

 

祖
母
も
「
喜
代
ち
ゃ
ん
、
喜
代
ち
ゃ
ん
」
と
母
を
と
て
も
愛
し
た
。 

 

後
に
聞
い
た
こ
と
だ
が
母
は
大
好
き
だ
っ
た
姑
に
一
つ
だ
け
不
満
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。 

 

そ
れ
は
僕
が
生
ま
れ
た
あ
と
の
こ
と
で
、
母
が
若
い
頃
に
肺
浸
潤
を
疑
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
、
と
い

う
一
点
で
祖
母
か
ら
授
乳
を
制
限
さ
れ
た
こ
と
、
い
つ
の
ま
に
か
夜
寝
る
と
き
に
は
赤
ん
坊
の
僕
を
祖
母

が
抱
い
て
寝
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
、
母
に
し
て
み
れ
ば
な
ん
だ
か
長
男
を
盗
ら
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
が

し
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
大
分
大
人
に
な
っ
て
か
ら
僕
に
告
白
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。 

  

「
婆
ち
ゃ
ん
っ
子
は
三
文
安
い
」
な
ど
と
い
う
け
れ
ど
も
、
ま
さ
に
僕
は
三
文
安
い
婆
ち
ゃ
ん
っ
子
だ

っ
た
。 

 

幼
い
頃
、
家
を
出
て
外
へ
遊
び
に
行
く
と
き
必
ず
祖
母
が
つ
い
て
き
た
。 

 

町
内
の
「
ま
る
た
」
と
い
う
駄
菓
子
屋
の
前
で
祖
母
は
毎
日
懐
（
ふ
と
こ
ろ
）
か
ら
一
円
札
の
束
を
出

し
、
ゆ
っ
く
り
数
え
て
僕
に
一
〇
枚
く
れ
た
。 

  

一
〇
円
で
森
水
ミ
ル
ク
キ
ャ
ラ
メ
ル
を
買
う
。 

 

こ
れ
が
僕
の
日
課
だ
っ
た
。 

 

お
腹
が
空
く
と
家
に
帰
り
、
祖
母
は
僕
が
命
じ
る
形
の
小
さ
な
お
に
ぎ
り
を
作
っ
た
。 

  

ま
ん
丸
、
三
角
錐
、
サ
イ
コ
ロ
型
、
俵
形
な
ど
の
塩
む
す
び
が
僕
は
大
好
き
だ
っ
た
。 

 

小
学
一
年
生
に
な
っ
た
す
ぐ
の
四
月
一
〇
日
。 

 

父
の
店
の
経
営
は
火
の
車
の
は
ず
だ
が
、
ま
だ
追
い
詰
め
ら
れ
る
前
、
生
ま
れ
て
初
め
て
母
が
僕
の
「
誕

生
会
」
を
開
い
て
く
れ
た
。 

 

祖
母
は
優
し
い
笑
顔
で
「
ま
あ
坊
の
一
番
好
き
な
物
を
あ
げ
る
か
ら
ね
」
と
言
っ
た
。 

 

毎
日
一
〇
円
も
く
れ
る
祖
母
が
い
う
「
一
番
好
き
な
物
」
と
は
一
体
ど
れ
ほ
ど
素
晴
ら
し
い
物
か
想
像

す
る
だ
け
で
ド
キ
ド
キ
す
る
ほ
ど
だ
っ
た
が
、
も
う
こ
の
頃
父
は
祖
母
に
お
小
遣
い
を
渡
す
余
裕
が
な
く

な
っ
て
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
は
大
人
に
な
っ
て
気
づ
い
た
こ
と
だ
。 

 

当
日
、
小
学
校
の
同
級
生
や
町
内
の
遊
び
友
達
を
呼
び
テ
ー
ブ
ル
に
並
ん
だ
の
は
母
が
腕
に
よ
り
を
か

け
た
タ
コ
ウ
ィ
ン
ナ
ー
や
ポ
テ
ト
サ
ラ
ダ
、
鶏
の
唐
揚
げ
に
ハ
ン
バ
ー
グ
、
卵
焼
き
に
シ
ョ
ー
ト
ケ
ー
キ

と
、
ま
さ
に
子
ど
も
に
と
っ
て
は
満
漢
全
席
（
注
１
）
の
よ
う
だ
っ
た
。 

 

沢
山
の
仲
間
に
祝
っ
て
も
ら
い
、
プ
レ
ゼ
ン
ト
が
山
と
積
ま
れ
た
そ
の
日
、
期
待
し
た
祖
母
か
ら
の
「
大

好
き
な
物
」
と
は
、
果
た
し
て
テ
ー
ブ
ル
の
中
央
に
山
と
積
ま
れ
た
様
々
な
形
の
塩
む
す
び
で
あ
る
と
知

っ
た
と
き
、
僕
は
酷
（
ひ
ど
）
く
が
っ
か
り
し
た
。 

 

こ
ん
な
も
の
い
つ
で
も
食
べ
ら
れ
る
じ
ゃ
な
い
か
と
ふ
て
く
さ
れ
、
な
ん
と
手
も
付
け
な
か
っ
た
の
だ
。 

 

や
が
て
子
ど
も
達
は
家
の
外
で
遊
ん
だ
。 

 

だ
が
、
僕
は
遊
び
を
楽
し
め
な
か
っ
た
。 
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祖
母
の
塩
む
す
び
に
全
く
手
を
付
け
な
か
っ
た
こ
と
が
頭
か
ら
離
れ
な
か
っ
た
か
ら
だ
。 

 

慌
（
あ
わ
）
て
て
独
り
家
に
戻
る
と
薄
暗
い
台
所
に
祖
母
の
背
中
が
見
え
た
。 

 

出
来
る
だ
け
陽
気
に
「
た
だ
い
ま
！
」
と
叫
び
、
祖
母
に
近
づ
い
て
み
る
と
、
祖
母
は
先
ほ
ど
の
塩
む

す
び
を
茶
碗
に
と
り
、
茶
漬
け
に
し
て
食
べ
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
だ
っ
た
。 

 

僕
が
大
き
な
声
で
「
あ
あ
、
お
腹
空
い
た
、
お
に
ぎ
り
食
べ
よ
う
」
と
言
う
と
、
祖
母
は
困
っ
た
よ
う

な
、
優
し
い
笑
顔
で
言
っ
た
。 

 

「
よ
か
、
よ
か
。
あ
ん
た
は
お
腹
一
杯
だ
か
ら
食
べ
な
く
て
い
い
と
よ
。
気
を
遣
わ
ん
で
い
い
か
ら
。

遊
ん
で
お
い
で
。
お
に
ぎ
り
は
み
ー
ん
な
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
食
べ
る
か
ら
ね
」 

 

僕
は
号
泣
し
な
が
ら
祖
母
に
謝
罪
し
、
お
に
ぎ
り
を
口
一
杯
に
頬
張
っ
た
。 

 

涙
の
味
か
塩
の
味
か
分
か
ら
な
か
っ
た
。 

 

祖
母
の
塩
む
す
び
は
今
で
も
僕
の
胸
に
あ
る
。 

 

僕
は
ち
や
ほ
や
さ
れ
る
と
つ
け
あ
が
る
性
質
で
、
人
の
痛
み
に
気
づ
か
な
い
事
が
あ
る
の
だ
。 

 

そ
ん
な
と
き
テ
ー
ブ
ル
の
向
こ
う
に
祖
母
が
座
る
の
が
見
え
る
。
に
こ
や
か
に
、
優
し
く
、
そ
っ
と
僕

の
増
上
慢
を
叱
り
に
来
る
の
だ
。 

  

大
人
に
な
っ
て
も
僕
が
自
分
で
自
分
の
誕
生
会
を
や
ら
な
い
理
由
は
こ
の
塩
む
す
び
の
思
い
出
に
あ

る
。 

 

祖
母
が
そ
の
手
で
結
ん
だ
も
の
は
「
愛
」
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。 

 

孫
の
無
礼
さ
、
人
と
し
て
の
思
い
や
り
の
な
さ
に
対
し
て
、
怒
り
を
ぶ
つ
け
る
で
は
な
く
、
厳
し
く
戒

（
い
ま
し
）
め
る
で
も
な
く
、
た
だ
た
だ
愛
で
抱
き
し
め
て
く
れ
る
と
い
う
叱
り
方
が
存
在
す
る
こ
と
を

教
え
て
く
れ
た
の
も
祖
母
で
あ
っ
た
。 

 

祖
母
が
亡
く
な
っ
て
翌
年
か
ら
、
母
の
猫
の
額
ほ
ど
の
庭
い
じ
り
が
始
ま
り
、
季
節
の
小
さ
な
花
が
咲

い
た
。 

 

次
の
年
の
春
、
近
く
の
川
の
畔
（
あ
ぜ
）
に
大
輪
の
深
紅
の
薔
薇
が
一
輪
咲
い
て
い
た
の
を
弟
と
二
人

で
根
ご
と
引
き
抜
き
、
そ
の
ま
ま
母
の
花
畑
に
植
え
て
み
た
ら
、
驚
い
た
こ
と
に
そ
の
花
は
根
付
き
、
毎

年
少
し
ず
つ
花
の
数
を
増
や
し
た
。 

  

祖
母
が
亡
く
な
っ
た
後
は
、
思
い
出
し
た
よ
う
に
母
が
祖
母
の
塩
む
す
び
を
作
っ
て
く
れ
る
こ
と
が
あ

っ
た
。 

 

「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
み
た
い
に
は
上
手
に
握
ら
れ
ん
ば
っ
て
ん
」
と
言
い
な
が
ら
、
妹
相
手
に
『
三
角
』

『
四
角
』
『
ま
ん
丸
』
な
ど
と
作
っ
て
く
れ
た
も
の
だ
っ
た
。 

 

こ
の
頃
は
父
が
最
も
不
遇
な
時
期
で
、
家
は
貧
し
か
っ
た
が
、
母
の
明
る
い
性
質
の
お
陰
で
少
し
も
暗

く
な
か
っ
た
。 

 

母
の
握
っ
て
く
れ
る
塩
む
す
び
は
徴
か
に
桃
の
花
の
匂
い
が
し
た
。 
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手
肌
が
荒
れ
て
困
っ
て
い
た
母
が
使
っ
て
い
た
の
が
『
桃
の
花
』
と
い
う
安
価
な
コ
ー
ル
ド
ク
リ
ー
ム

で
、
そ
の
名
前
の
と
お
り
桃
の
花
の
匂
い
が
し
た
。 

 

母
の
塩
む
す
び
に
付
い
た
桃
の
花
の
匂
い
が
本
当
は
嫌
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
の
こ
と
は
一
度
も
母
に

言
え
な
か
っ
た
。 

 

こ
の
長
屋
暮
ら
し
は
五
年
ほ
ど
で
、
長
崎
市
郊
外
の
新
興
住
宅
地
に
移
住
し
て
、
新
し
い
一
軒
家
で
の

生
活
が
始
ま
っ
た
。 

 

Ａ
父
の
最
も
不
遇
な
時
期
の
こ
の
長
屋
で
の
思
い
出
は
、
何
故
か
今
も
み
ず
み
ず
し
い
光
を
放
ち
な
が

ら
僕
の
胸
の
内
に
あ
る
。 

 

注
１
：
満
漢
全
席
～
山
海
の
珍
味
を
集
め
た
高
級
中
国
料
理
。 

             

（
さ
だ
ま
さ
し
「
塩
む
す
び
・
三
文
安
い
・
桃
の
花
」
『
図
書
』
2019
年
6
月
号
よ
り
） 

 

問
一 

傍
線
部
Ａ
。
長
屋
時
代
の
思
い
出
が
筆
者
の
中
に
「
み
ず
み
ず
し
い
光
り
」
を
放
つ
も
の
と
し
て

残
っ
て
い
る
の
は
何
故
か
。
三
五
字
以
内
で
答
え
よ
。
句
読
点
も
一
字
と
数
え
る
。 

 

問
二 

あ
な
た
は
筆
者
の
「
祖
母
」
の
愛
の
在
り
方
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
、
四
〇
〇
字
以
内
で
述
べ

よ
。
な
お
、
祖
母
へ
の
賛
否
等
は
採
点
に
は
影
響
し
な
い
。
（
解
答
は
原
稿
用
紙
に
記
入
の
こ
と
） 
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