
一
学
期
期
末
考
査

[
1皐
3
.
5
.
7●
]
胃
麗
用
量

【1
】
号
の
問
い
に
笞
え
よ
．
《
ー
C
点

(
1
9
5
は
各
一
点

•
6

は
各
二
点
）》
【
知
技
】

1
次
の
動
舅
を
[
]
内
の
産
m形
に
改
め
よ
（
扉
絆
も
含
め
て
全
て
ひ
ら
が
な
で
隣
笞
す
る
こ

t
)．

①

る

【

朱

熱

邑

②

議

る

[t邑
③

冑

ゆ

国

用

邑

④

経

[e然
邑

．

ら
り
る

'J
h
il

11ttli;り
i
"
h
n↓
II
い

"
r
l
rt
h11
i

o
?`
＇．． 
ふ
｝
・サ

2
次
の
⑤
・⑥
の
そ
れ
ぞ
れ
の
中
で
、
活
用
の
糧
・
が
働
と
ー
つ
だ
け
異
な
る
動
舅
を
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
せ
．

箪

す

愛

す

死

す

a⑦
)

念

ず

軽

ん

ず

⑥

居

る

o
g
y

3
次

2

】
内
の
活
用
形
を
そ
れ
ぞ
れ
霞
え
ょ
．
薗
未
然
彫
・
連
用
形
・
終
止
形
：
．．．． 

●
こ
の
苗
の
⑦
｛
枯
れ
]
ぬ
さ
き
に
⑧
{
櫨
ゑ
]
む
．

n
H
,；
ぅ

ん
11、
1
9
う
・
1n
11よ

4
次

2

]
内
は
基
本
彫

（終
止
更
に
な
っ
て
い
る
・
文
に
台
う
よ
う
に
遍
切
な
形
に
改
め
よ

（屈
幹
も
含
め
て
解
笞
す
る
こ
と
）
．

◇
大
臣
、
こ
れ
⑨
【
見
る
]
⑩
｛
た
ま

h

、

i
9̀
t吼↓
t
t
-ひ
h
、

心

、`
3
．＂

．
M

?
I

5
次
の
[

K

内
を
基
本
＂
（
鑢
止
形
）
に
改
め
よ

(Ill幹
も
含
め
て
＂
笞
す
る
こ
と
）
．

・

▼

⑪

老

い

]

た

る

馬

ぞ

道

は

知

る

．

◇

風

の

音

⑰

[111こ
え
】
け
り
．

＂菜
ヤ
＇令
且ぃ
i

、

+
-P-n上
0
1
1
-`t
i

6
次
の
古

11の
括

m表
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
な
お
、
括

mの
糟
蠣
は
省
略
形
で
書
え
て
よ
い
・
躙
上
一
・
ラ
変
（
二
点

x
四
問
）

⑪

ゅ

⑭

恥

づ

⑮

慣

む

⑯

去

ぬ

【
11】
次
の
文
章
を
麟
ん
で
、
以
下
の
問
い
に
書
え
よ
．
《
三
0
点

（ー
は
計
五
点
・

2
は
各

一
点
．

3
1
1
2
は
各
二
点）
》

こ
れ
も
今
は
曾
、
絵
仏
鰤
良
秀
と
い
ふ
あ
り
け
り
．
家
の
隣
よ
り
火
出
で
来
て
｀
風
お
し
お
ほ
ひ
て
せ
め
け
れ
ア
《
ば
》
、
逃
げ
出
で
て
、

大
路
へ
出
で
に
け
り
．
人
の
撞
か
す
る
仏
も
②
[
お
は
し
]
け
り
●
ま
た
ヽ
衣
着
ぬ
賽
子
な
ど
も
ヽ
さ
な
が
ら
内
に
あ
り
け
り
●
そ
れ
も
知
ら

ず
、

3
た
だ
逃
げ
出
で
た
る
を
こ
と
に
し
て
、
向
か
ひ
の
つ
ら
に
立
て
り
．

見

れ

イ

C
》
、
す
で
に
わ
が
象
に

a
糾
引
て
、
履
・
炎
く
ゆ
り
け
る
ま
で
、
お
ほ
か
た
、
向
か
ひ
の
つ
ら
に
立
ち
て
、

4
剥
割
け
れ
ば
、

「
あ
さ
ま
し
き
こ
と
こ
と
て
、
人
ど
も
来
と
ぶ
ら
ひ
け
れ
ど
、

b
さ
わ
が
ず
．
「
い
か
に
こ
と
人
言
ひ
け
れ
ば
、
向
か
ひ
に
立
ち
て
、
家

の
焼
く
る
を
見
て
、
う
ち
う
な
づ
き
て
、
峙
々
笑
ひ
け
り
•
「
あ
は
れ
、
し
つ
る

5
1
1

か
な
．
年
ご
ろ
は
わ
ろ
く
書
き
け
る
も
の
か
な
．
」

と
言
ふ
と
き
に
、
と
ぶ
ら
ひ
に
来
た
る
者
ど
も
、
「
こ
は
い
か
に
、

6
訓

d
Fは
立
ち
た
ま
へ
る
ぞ
．

7
あ
さ
ま
し
き
こ
と
か
な
．
も
の
の
つ

き
た
ま
へ
る
か
．
』
と
言
ひ
け
れ
ウ
つ
2
》
、
「
な
ん
で
ふ
も
の
の
つ
く
べ
き
ぞ
．
年
ご
ろ
、
不
動
尊
の
火
炎
を
あ
し
く
撞
き
け
る
な
り
．
今
見

れ
ば
、
か
う
③
こ
そ
]
鷺
え
け
れ
と
、
心
得
つ
る
な
り
．
こ
れ
こ
そ
せ
う
と
く
ょ
．

8iiを
立
て
て
世
に
あ
ら
む
に
は
、
仏
だ
に
よ
く

書

き

た

て

ま

つ

ら

エ

つ
9

》
、
百
千
の
蒙
も
出
で
来
な
む
．

9
わ
た
う
た
ち
こ
そ
、
さ
せ
る
能
も
お
は
せ
ね
オ
《
ば
》
、
も
の
を
も

C

衝

し
み
た
ま
へ
．
」
と
言
ひ
て、

1
0ぁ
ざ
笑
ひ
て
こ
そ
立
て
り
け
れ
•

そ
の
の
ち
に
や
、
良
賓
が
よ
ぢ
り
不
動
と
て
｀
今
に
人
々

11
め
で
合
ヘ
リ
・

m函
雷
霞
文
化

射
る

干

る

寧

る

試

み

る

令
和
4
年
7
月
7
日
（
木
）
聾
1
校
蔚
実
篇
’

3
B
l
l

馳

9
以
下
の
閂
い
に
笞
え
ょ
．

（五
点
）
【
知
技
】

①
委
が
収
め
ら
れ
て
い
る
書
働
の
履
名
を
濃
字
で
答
え
よ
．
（
一
点
）

②
お
は
し
]
の
意
味
を
笞
え
ょ
．
（
二
点
）

③
こ
そ
]
の
結
び
の
覇
は
ど
れ
か
．
本
文
中
か
ら
一
霞
（
皐
謳
―
つ
）
を
抜
き
出
せ
．

（一

点
）

④
本
文
中
の
ア
《
ば
》

s
オ
〈
〈
ば
〉
〉
の
中
に
饒
と
用
法
が
異
な
る
も
の
が

一
っ
だ
け
あ
る
．
そ
の

一
っ
を
記
号
で
笞
え
ょ
．
（

一
点
）

2
a

移
り
．

b

さ
わ
が
ず

•
C

情
し
み
の
主
騒
は
そ
れ
ぞ
れ
何
か
．
次
の
中
か
ら
最
も
遍
切
な
も
の
を
還
び

、

記
号
で
笞
え
ょ
．
（
一
点X
三
問
）

ア

妻

子

イ

仏

，ウ
＼
と
ぶ
ら
ひ
に
来
た
る
者
ど
も
し

r良
秀

4
へ

火

力

作

行

（

絹

り

手

）

キ

家

口

息

祠

表

】

3
た
だ
逃

111出
で
た
る
を
こ
と
に
し
て
、
の
時
の
良
秀
の
心
填
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
．
次
の
中
か
ら
最
も
遭
切
な
も
の
を
遷
び
、
記
り
で
笞
え
ょ
．
【
思
祠

3

4
自
分
だ
け
が
憤
て
て
違
げ
出
し
た
こ
と
を
恥
じ
て
い
る
．

ヽ
J
自
分
だ
け
が
逃
げ
出
せ
た
こ
と
に
も
っ
ば
ら
満
足
し
て
い
る
．

ら
大
切
な
仏
圃
を
忘
れ
て
逃
げ
出
し
た
こ
と
を
悩
ん
で
い
る
．
」

r妻
子
を
見
槍
て
て

一
人
這
げ
出
し
た
こ
と
を
襲
冑
し
て
い
る
．

4
こ
の
話
の
結
末
か
ら
考
え
て
、
良
秀
が

4
誂
め
て
い
る
も
の
は
、
何
か
．
本
文
中
か
ら
一
饂
（
皐
霞
ー
つ
）
で
抜
き
山
せ
．
【
息
判
宍
】

5
せ
う
と
く

（も
う
け
も
の
）
と
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
を
さ
す
か
．
次
の
中
か
ら
最
も
遍
切
な
も
の
を
遺
び
、
記
号
で
答
え
よ
．
【
息
判
表
】

ヤ
火
事
に
遭
っ
て
名
声
に
執
着
す
る
お
ろ
か
さ
が
わ
か
っ
た
こ
と

•

X

事
に
遭
っ
て
絵

眉
な
ど
撫
1
1
1
で
あ
る
と
わ
か

っ
た
こ
と
．

ウ

火
事
の
際
に
火
が
ど
の
よ
う
に
燃
え
る
か
が
わ
か

っ
た

こ

と

・

}

、火
事
に
遭
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
多
く
の
仏
州
を
持
ち
出
せ
た
こ
と
．

7
あ
さ
ま
し
き
こ
と
に
つ
い
て
、

C
こ
の
場
面
で
の
意
吹
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
遺
び
、
記
9
で
笞
え
ょ
．
C

息
判
火
】

ア

み

っ

と

も

な

い

こ

と

イ

情

け

な

い

こ

と

ウ

い

や

し

い

こ

と

エ

悲

し

い

こ

と

力

み

す

ぽ

ら

し

い

こ

と

全

7
あ
き
れ
た
こ
と

ヽ

②
に
対
し
て
言
っ
た
の
か
．
【
思
判
表
】

8
こ
の
道
と
は
何
の
道
か
．
本
文
中
か
ら
三
文
字
で
抜
き
出
せ
．
【
思
判
表
】

9
わ
た
う
た
ち
は
、
何
を
し
に
来
た
の
か
．
本
文
中
か
ら
一
屈
（
単
騒
ー
つ
）
で
抜
き
出
せ
．
【
息
判
表
】

10
あ
ざ
笑
ひ
て
こ
そ
立
て
り
け
れ
に
つ
い
て
、
良
秀
は
な
ぜ
こ
う
い
う
反
応
を
示
し
た
の
か
．
次
の
中
か
ら
蚊
も
適
り
な

t
の
を
逍
び
、
記
＂り
で
芥
え
よ
．

ア
問
い
か
け
て
き
た
人
々
の
考
え
を
平
凡
だ
と
感
じ
た
か
ら
．

x、
焼
け
出
さ
れ
た
人
々
が
右
It左
往
す
る
さ
ま
が
お
か
し
か
っ
た
か
ら
．

b
他
人
の
措
く
不
動
尊
が
っ
た
な
い
も
の
と
わ
か
っ
た
か
ら
．

ー
ェ

す
ぺ
て
を
失
っ
て
か
え
っ
て
心
の
中
が
す
が
す
が
し
か
っ
た
か
ら
．

11
め
で
合
へ
り
の
口
語
訳
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
”
で
芥
え
よ．
E

息
刊
k
】

'ア
今
に
人
々
も
ほ
め
る
よ
う
に
な
る

Y、
今
や
人
々
は
目
を
見
合
わ
せ
て
驚
い
て
い
る

ら

今

で

は

人

々

が

菖

で

合

っ

て

い

る

エ

今

に

至
る
ま
で
人
々
が
称
賛
し

a^
っ
て
い
る

、オ
今
に
な
っ
て
も
不
息
●
な
こ
と
と
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る

6
か
く
て
は
、
良
秀
の
ど
の
よ
う
な
行
動
を
さ
し
て
い
る
か
．
E

恩
判
表
】

沃

大
変
な
こ
と

12
こ
の
話
の
鑑
貫
文
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
笞
え
よ
．
【
息
判
表
】

ア
不
動
尊
の
背
後
の
火
炎
は
人
を
狂
わ
せ
る
ほ
ど
の
不
息
●
な
力
が
あ
る
・
イ

芸
道
に
徹
し
た
れ
の
自
己
中
心
的
な
行
動
を
冷
冥
的
に
備
さ
出
し
て
い
る
．

-

工

芸
術
家
と
い
え
ど
も
地
は
の
沙
汰

t
金
次
第
で
あ
る
と
嵐
刺
し
て
い
る
．

6
巳
芸
道
に
精
遣
す
る
者
の
狂
お
し
い
ほ
ど
の
軌
心
が
櫓
き
出
さ
れ
て
い
る
．

贔 Z



【

n】
次
の
文
拿
を
饒
ん
で
、
以
下
の
問
い
に
笞
え
ょ．

《三
十
五
点
》

9[か
い
た
<
]
す
る

9主
ぽ
う
じ
ゅ
]
す
る

m
嘱
代
の
国
霞

①

【
是
正
】

一
学
絹
綱
末
考
査
[
1そ
3
.
5
.
7

●
]
胃
•
J
I
I
艤

③

【

海

浜

】

]
内
を
適
切
な
隕
字
に
改
め
ょ
．

閥
•
集
4

縁

①
ぜ
ん
と
百
＂
々
た
る
若
者
②

L
ク
ん
よ
う
】
を
疇
＜

⑥
濾
は
水
品
と
]
け
な
い

⑩

こ

た

ん

K
9圃
風
の
綸

あ
る
日
の
●
れ
方
の
こ
と
で
あ
る
．

一
人
の
下
人
が
、
鳳
生
門
の
下
で
爾
や
み
を
祷
っ
て
い
た
．

広
い
門
の
下
に
は
、
こ
の
男
の
ほ
か
に
●
も
い
な
い
．
た
だ
、
所
々
丹
璽
り
の
剥
げ
た
、
大
き
な
円
柱
に
、
き
り
ぎ
り
す
が
一
匹
と
ま
っ
て
い
る
．
羅
生
門

が
、
朱
雀
大
島
に
あ
る
以
上
は
、
こ
の
男
の
ほ
か
に
も
、
胃
や
み
を
す
る
市
女
笠
や
揉
烏
帽
子
が
、
も
う
二
、
三
人
は
あ
り
そ
う
な
も
の
で
あ
る
．
そ
れ
が
、

こ
の
男
の
ほ
か
に
は
●
も
い
な
い
．

な
ぜ
か
と
い
う
と
、
こ
の
二
、
三
年
、
京
●
に
は
、
嶋
●
と
か
辻
鳳
と
か
火
事
と
か
飢
●
と
か
い
う
①
[
災
]
い
が
続
い
て
起
こ
つ
た
・
そ
こ
で
洛
中
の

さ
び
れ
方
は
ひ
と
と
お
り
で
は
な
い
．

5
旧
記
に
よ
る
と
、
仏
●
や
仏
具
を
打
ち
砕
い
て
、
そ
の
丹
が
つ
い
た
り
、
金
鑑
の
箔
が
つ
い
た
り
し
た
木
を
、
道

蝙
に
糟
み
重
ね
て
｀

11の
料
に
売
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
．
惰
中
が
そ
の
姶
末
で
あ
る
か
ら
、
羅
生
門
の
修
理
な
ど
は
、
も
と
よ
り
●
も
捨
て
て
瓢
み

る
書
が
な
か
っ
た
．
す
る
と
そ
の
胃
れ
景
て
た
の
を
よ
い
こ
と
に
し
て
、
璽
霧
が
纏
む
．
盗
人
が
纏
む
．
と
う
と
う
し
ま
い
に
は
、
引
き
取
り
手
の
な
い
死
人

を
、
こ
の
門
へ
持
っ
て
き
て
、
檜
て
て
い
く
と
い
う
胃
慣
さ
え
で
き
た
．
そ
こ
で
、
日
の
目
が
見
え
な
く
な
る
と
、
饂
で
も
気
昧
を
愚
が
っ
て
、
こ
の
門
の
近

所
へ
は
足
●
み
を
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
．

そ
の
か
わ
り
ま
た
か
ら
す
が
ど
こ
か
ら
か
、
た
く
さ
ん
集
ま
っ
て
き
た
．
昼
間
見
る
と
、
そ
の
か
ら
す
が
、
何
羽
と
な
く
輪
を
撞
い
て
、
高
い
編
尾
の
周
り

を
鴫
き
な
が
ら
、
飛
び
回
っ
て
い
る
．
こ
と
に
門
の
上
の
空
が
、
夕
鯖
け
で
赤
く
な
る
と
き
に
は
、
そ
れ
が
ご
ま
を
ま
い
た
よ
う
に
、
は
っ
き
り
見
え
た
．
か

ら
す
は
、

も
ち
ろ
ん
、

門
の
上
に
あ
る
死
人
の
胄
を
、
つ
い
ば
み
に
来
る
の
で
あ
る
．
ー
—
も
っ
と
も
今
日
は

、

刻
限
が
遅
い
せ
い
か
、
一
羽
も
見
え
な
い
．

た
だ
、
所
々
．
崩
れ
か
か
っ
た
、
そ
う
し
て
そ
の
崩
れ
目
に
長
い
戴
の
生
え
た
石
裏
の
上
に
、
か
ら
す
の
糞
が
、
点
々
と
白
く
こ
び
り
つ
い
て
い
る
の
が
見
え

る
．
下
人
は
七
殿
あ
る
石
段
の
い
ち
ば
ん
上
の
段
に
、
洗
い
ざ
ら
し
た
織
の
績
の
尻
を
綱
え
て
、
右
の
頬
に
で
き
た
、
大
き
な
＂
口
図
四

5
一
を
気
に
し
な

が
ら
、
ぼ
ん
や
り
｀
爾
の
戴
る
の
を
饒
め
て
い
た
．

作
看
は
さ
っ
き
.
r
下
人
が
爾
や
み
を
轡
っ
て
い
た
．
」
と
●
い
た
．
し
か
し
、
下
人
は
爾
が
や
ん
で
も
、
格
別
ど
う
し
よ
う
と
い
う
当
て
は
な
い
．
ふ
だ
ん

な
ら
、
も
ち
ろ
ん
、
主
人
の
竃
へ
帰
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
．
と
こ
ろ
が
そ
の
主
人
か
ら
は
、
四
、
五
日
前
に
順
を
出
さ
れ
た
．
前
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
当
峙

京
●
の
町
は
ひ
と
と
お
り
な
ら
ず
責
霞
し
て
い
た
．
今
こ
の
下
人
が
、
＊
年
、
伎
わ
れ
て
い
た
主
人
か
ら
、
畷
を
出
さ
れ
た
の
も
、
実
は
こ
の
衰
鑽
の
小
さ
な

傘
讀
に
ほ
か
な
ら
な
い
．
だ
か
ら
「
下
人
が
胃
や
み
を
櫓
っ
て
い
た
．
」
と
言
う
よ
り
も
「
胃
に
庫
り
こ
め
ら
れ
た
下
人
が
、
行
き
所
が
な
く
て
、
途
方
に
暮

れ
て
い
た
．
」
と
言
う
ほ
う
が
、
遍
当
で
あ
る
．
そ
の
う
え
．
今
日
の
空
模
織
も
少
な
か
ら
ず
、
こ
の
平
安
輌
の
下
人
の

S
e
n
t
i
•

g
 
tali
sa
e
に
影
●
し
た
．

摩
の
刻
下
が
り
か
ら
鼻
り
出
し
た
胃
は
、
い
ま
だ
に
上
が
る
気
色
が
な
い
．
そ
こ
で
、
下
人
は
、
何
を
お
い
て
も
差
し
当
た
り
明
日
の
暮
ら
し
を
ど
う
に
か
し

よ
う
と
し
て
ー
い
わ
ば
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
、
ど
う
に
か
し
よ
う
と
し
て
、
と
り
と
め
も
な
い
考
え
を
た
ど
り
な
が
ら
、
さ
っ
き
か
ら
朱
雀
大
路
に

鼻
る
爾
の
音
を
、
聞
く
と
も
な
く
聞
い
て
い
た
の
で
あ
る
．

6
雨
は
、
●
生
門
を
包
ん
で
、
遍
く
ら
、
あ
と
い
う
奮
を
鑽
め
て
く
る
．
夕
罵
は
し
だ
い
に
空
を
く
し
て
、
見
上
ー
る
と
、
門
の

根
が
、
斜
め
に
突
き
出
し
た
甍
の
先
に
、
重
た
＜
簿
鴫
い
●
を
支
え
て
い
る
』
＇

ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
を
、
ど
う
に
か
す
る
た
め
に
は
｀
手
段
を
遍
ん
で
い
る
い
と
ま
は
な
り
遍
ん
で
い
れ
ば
、
●
嶋
の
下
か
、
道
蝙
の
土
の
上
で
、

飢
え
死
に
を
す
る
ば
か
り
で
あ
る
．
そ
う
し
て
、
こ
の
門
の
上
へ
持
っ
て
き
て
、
犬
の
よ
う
に
檜
て
ら
れ
て
し
ま
う
ば
か
り
で
あ
る
．
選
ば
な
い
と
す
れ
ば
ー

「
羅
生
門
芥
川
籠
之
介

eX
ぜ
ん
ぶ

v]の
償
籟
を
置
く

⑪
簡
日
が
[
せ
つ
ぱ

v]し
て
ぃ
る

⑧
内
閣
の
[
じ
ん
よ
ぅ

h
二
斬
す
る

2
次
の
[

1
次
の

】
内
の
饒
み
を
ひ
ら
が
な
で
笞
え
ょ
．
問
●
鼻
4
畢

②

【
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③
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④
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④
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令
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7
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震
1
校
騎
実
鰤

S

3
日

目

細

ー
下
人
の
考
え
は
、
何
度
も
胃
じ
遍
を
低
回
し
た
あ
げ
く
に
、
や
っ
と
こ
の
員
所
へ
逢
着
し
た
．
し
か
し
こ
の
「
す
れ
ば
」
は
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
、
、

結
局
「
す
れ
ば
」
で
あ
っ
た
．
下
人
は
、
手
段
を
選
ば
な
い
と
い
う
こ
と
を
青
定
し
な
が
ら
も
、
こ
の
「
す
れ
ば
」
の
か
た
を
つ
け
る
た
め
に
．
当
然
、

綸

そ
の
あ
と
に
来
る
ぺ
き
「
盗
人
に
な
る
よ
り
ほ
か
に
し
か
た
が
な
い
．
」
と
い
う
こ
と
を
、
糧
糎
的
に
肯
定
す
る
だ
け
の
、
舅
気
が
出
ず
に
い
た
の
で
あ
る
．

下
人
は
、
大
き
な
く
さ
め
を
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
大
●
そ
う
に
立
ち
上
が
っ
た
．
夕
冷
え
の
す
る
京
●
は
、
も
う
火
柵
が
徽
し
い
ほ
ど
の
軍
さ
で
あ
る
．
．
 

は
門
の
柱
と
柱
と
の
間
を
、
タ
11と
と
も
に
遠
●
な
く
、
吹
き
抜
け
る
．
丹
塗
り
の
柱
に
と
ま
っ
て
い
た
き
り
ぎ
り
す
も
、
も
う
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
っ
た
．

下
人
は
、
菖
を
纏
め
な
が
ら
、
山
吹
の
汗
杉
に
重
ね
た
、
紺
の
槙
の
肩
を
富
く
し
て
、
門
の
Illり
を
見
回
し
た
．
爾
鳳
の
憂
え
の
な
い
、
人
目
に
か
か
る
恐

れ
の
な
い
、
一
載
楽
に
寝
ら
れ
そ
う
な
所
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
と
も
か
く
も
、
夜
を
明
か
そ
う
と
息
っ
た
か
ら
で
あ
る
．
す
る
と
、
幸
い
門
の
上
の
糧
へ
上
る
、

幅
の
広
い
、
こ
れ
も
丹
を
塗
っ
た
は
し
ご
が
目
に
つ
い
た
．
上
な
ら
、
人
が
い
た
に
し
て
も
、
ど
う
せ
死
人
ば
か
り
で
あ
る
．
下
人
は
そ
こ
で
、
●
に
さ
げ
た

聖
柄
の
②
[
太
刀
]
が
輸
走
ら
な
い
よ
ぅ
に
気
を
つ

ltな
が
全
わ
ら
葦
履
を
履
い
た
足
麦
そ
の
は
し
ご
の
い
ち
ぱ
ん
下
の
段
へ
薗
み
か

ltた●

そ
れ
か
ら
、
何
分
か
の
の
ち
で
あ
る
．
羅
生
門
の
横
の
上
へ
出
る
、
幅
の
広
い
は
し
ご
の
中
慶
に
、
一

人
の
男
が
、
羅
の
よ
う
に
舅
を
纏
め
て
、
息
を
穀
し

な
が
ら
、
上
の
攘
子
を
う
か
が
っ
て
い
た
．
楼
の
上
か
ら
差
す
火
の
光
が
、
か
す
か
に
、
そ
の
男
の
右
の
頬
を
ぬ
ら
し
て
い
る
．
鸞
い
ひ
げ
の
中
に
、
赤
く
う

み
を
持
っ
た

11
ロ
因
固
口
の
あ
る
頬
で
あ
る
．
下
人
は
、
初
め
か
ら
、
こ
の
上
に
い
る
者
は
、
死
人
ば
か
り
だ
と
た
か
を
く
く
つ
て
い
た
．
そ
れ
が
、
は

し
ご
を
二、

三
段
上
っ
て
み
る
と
、
上
で
は
●
か
火
を
と
ぼ
し
て
、
し
か
も
そ
の
火
を
そ
こ
こ
こ
と
、
動
か
し
て
い
る
ら
し
い
．
こ
れ
は
、
そ
の
●
っ
た
、
贄

色
い
光
が
、
隅
々
に
く
も
の
巣
を
か
け
た
天
井
裏
に
、
揺
れ
な
が
ら
映
っ
た
の
で
、
す
ぐ
に
そ
れ
と
知
れ
た
の
で
あ
る
．
こ
の
爾
の
夜
に
｀
こ
の
羅
生
門
の
上

で
、
火
を
と
も
し
て
い
る
か
ら
は
、
ど
う
せ
た
だ
の
者
で
は
な
い
．

‘

下
人
は
、
や
も
り
の
よ
う
に
足
音
を
盗
ん
で
、
や
っ
と
急
な
は
し
ご
を
、
い
ち
ば
ん
上
の
段
ま
で
這
う
よ
う
に
し
て
上
り
つ
め
た
．
そ
う
し
て
体
を
で
き
る

だ
け
、
平
ら
に
し
な
が
ら
、
首
を
で
き
る
だ
け
、
請
へ
出
し
て
、
恐
る
恐
る
、
横
の
内
を
の
ぞ
い
て
み
た
．

見
る
と
、
楼
の
内
に
は
、
う
わ
さ
に
聞
い
た
と
お
り
、
い
く
つ
か
の
死
骸
が
、
慧
造
作
に
捨
て
て
あ
る
が
、
火
の
光
の
及
ぶ
範
圃
が
、
息
っ
た
よ
り
狭
い
の

で
、
数
は
い
く
つ
と
も
わ
か
ら
な
い．

た
だ
、
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
、
知
れ
る
の
は
、
そ
の
中
に
榛
の
死
骸
と
、
着
嶋
を
着
た
死
骸
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
．
も
ち
ろ
ん
、
中
に
は
女
も
男
も
ま
じ
っ
て
い
る
ら
し
い
．
そ
う
し
て
、
そ
の
死
懺
は
み
な
、
そ
れ
が
、
か
つ
て
、
生
き
て
い
た
人
間
だ
と
い
う
事
実
さ
え

疑
わ
れ
る
ほ
ど
、
土
を
こ
ね
て
造
っ
た
人
形
の
よ
う
に
、
口
を
開
い
た
り
手
を
伸
ば
し
た
り
し
て
、
ご
ろ
ご
ろ
床
の
上
に
転
が
っ
て
い
た
．
し
か
も
、
肩
と
か

胸
と
か
の
高
く
な
っ
て
い
る
瓢
分
に
、
ぼ
ん
や
り
し
た
火
の
光
を
受
け
て
、
低
く
な
っ
て
い
る
孵
分
の
影
を
い
っ
そ
う
疇
く
し
な
が
ら
、
永
久
に
お
し
の
ご
と

＜
黙
っ
て
い
た
．

下
人
は
、
そ
れ
ら
の
死
骸
の
属
乱
し
た
臭
気
に
息
わ
ず
、
鼻
を
覆
っ
た
．
し
か
し
、
そ
の
手
は
、

次
の
瞬
間
に
は
、
も
う
鼻
を
覆
う
こ
と
を
忘
れ
て
い
た
．

7
あ
る
強
い
感
情
が
、
ほ
と
ん
ど
こ
と
ご
と
く
こ
の
男
の
鴫
覚
を
奪
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
で
あ
る
．

下
人
の
目
は
、
そ
の
と
き
、
初
め
て
、
そ
の
死
骸
の
中
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
人
間
を
見
た
．
檜
皮
色
の
着
物
を
着
た
、
背
の
低
い
、
痩
せ
た
、
白
髪
贖
の
｀

穣
の
よ
う
な
老
讐
で
あ
る
．
そ
の
老
婁
は
、
右
の
手
に
火
を
と
も
し
た
松
の
木
切
れ
を
持
っ
て
、
そ
の
死
骸
の
ー
つ
の
●
を
の
ぞ
き
込
む
よ
う
に
饒
め
て
い
た．

髪
の
毛
の
長
い
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
た
ぶ
ん
女
の
死
骸
で
あ
ろ
う
．

下
人
は
、
六
分
の
恐
怖
と
四
分
の
好
奇
心
と
に
動
か
さ
れ
て
‘
③
[
暫

時

]
は
息
を
す
る
の
さ
え
忘
れ
て
い
た
．
旧
記
の
記
者
の
圏
を
僧
り
れ
ば
、

「躙

身
の
毛
も
太
る
」
よ
う
に
感
じ
た
の
で
あ
る
．
す
る
と
、
老
婁
は
、
松
の
木
切
れ
を
、
床
板
の
間
に
挿
し
て
、
そ
れ
か
ら
、
今
ま
で
饒
め
て
い
た
死
骸
の
曽
に

両
手
を
か
け
る
と
、
ち
ょ
う
ど
、
穣
の
輯
が
猿
の
子
の
し
ら
み
を
取
る
よ
う
に
、
そ
の
長
い
髪
の
毛
を
一
本
ず
つ
抜
き
姶
め
た
．
髪
は
手
に
従
っ
て
抜
け
る
ら

て
．
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
老
讐
に
対

そ
の
髪
の
毛
が
、

一
本
ず
つ
抜
け
る
の
に
従
っ
て
、
下
人
の
心
か
ら
は
、
恐
怖
が
少
し
ず
つ
清
え
て
い
っ
た
．
そ
う
し

、
．
む
し
ろ
．
あ
ら
ゆ
る
麗
に

す
る
盪
し
い
憎
悪
が
、
少
し
ず
つ
動
い
て
き
た
．
ー
ー
い
や
、
こ
の
老
賽
に
対
す
る
と
言
っ
て
は
、
鱈
弊
が
あ
る
か
も
し
れ
な
し

さ
っ
き
門
の
下
で
こ
の
男
が
考
え
て
い
た
．

飢
え
死
に

お
そ
ら
く

8
下
人
は
、
な
ん
の
未
練
も
な
く
、
飢
え
死
に
を
選
ん
だ
こ
と
で
あ

対
す
る
反
鴫
が
、

一
分
ご
と
に
禎
さ
を
増
し
て
き
た
の
で
あ
る
．
こ
の
と
き
、
●
か
が
こ
の
下
人
に
、

、
勢
い
よ
く
燃
え
上
が
り
出
し
て
い
た
の
で
あ
る
．

を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
と
い
う
問
題
を
、
改
め
て
持
ち
出
し
た
ら
、

し
た
が
っ
て
、
合
理
的
に
は

そ
れ
を
轡
恵
の
い
ず
れ
に
片
づ
け
て

引
引
ー
そ
れ
ほ
ど
、
こ
の
男
の
悪
を
憎
む
心
は
、
老
聾
の
床
に
樺
し
た
松
の
木
切
れ
の
よ
う
に

う
こ
と
が
、
そ
れ
だ
け
で
す
で

下
人
に
は
、
も
ち
ろ
ん
、
な
ぜ
老
讐
が
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
．

っ
て
は
、
こ
の
雨
の
夜
に
、
こ
の
羅
生
門
の
上
で
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
いと

う
に
忘
れ
て
い
る
の
で
あ
る
．

よ
い
か
知
ら
な
か
っ
た
．

し
か
し
下
人
に
と

さ
っ
き
ま
で
、
自
分
が
、
盗
人
に
な
る
気
で
い
た
こ
と
な
ぞ
は
、

そ
う
し
て
聖
柄
の
太
刀
に
手
を
か
け
な
が
ら
、
大
量
に
亀
●

に
許
す
べ
か
ら
ざ
る
悪
で
あ
っ
た
．
も
ち
ろ
ん
、
下
人
は
、

そ
こ
で
、
下
人
は
、
両
足
に
力
を
入
れ
て
、
い
き
な
り
、
は
し
ご
か
ら
上
へ
飛
び
上
が
っ
た
．

の
薗
へ
歩
み
寄
っ
た
．
老
婁
が
驚
い
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
．

老
襲
は
、
一
目
下
人
を
見
る
と
．
ま
る
で
弩
に
で
も
は
じ
か
れ
た
よ
う
に
、
飛
び
上
が
っ
た
．

「
お
の
れ
、
ど
こ
へ
行v
•」
こ

う
罵
っ
た
．
老
璽
は、

そ
れ
で
も
下
人
を
突
き

し
ば
ら
く、

薫
言
の
ま
ま
、
つ
か
み
合
っ
た
．

下
人
は
、
老
聾
が
死
骸
に
つ
ま
ず
き
な
が
ら
、
慌
て
ふ
た
め
い
て
這
げ
よ
う
と
す
る
行
く
手
を
塞
い
で
、

の
け
て
行
こ
う
と
す
る
．
下
人
は
ま
た
、
そ
れ
を
行
か
す
ま
い
と
し
て
、
押
し
戻
す
．
二
人
は
死
骸
の
中
で
、
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し
か
し
・
敗
は
初
め
か
ら
、
わ
か
っ
て
い
る
．
下
人
は
と
う
と
う
｀
老
饗
の
騎
を
つ
か
ん
で
、
薫
鰻
に
そ
こ
へ
ね
じ
鰐
し
た
．
ち
ょ
う
ど
、
●
の
●
の
よ
う

な
骨
と
皮
ば
か
り
の
鯛
で
あ
る
．

「
何
を
し
て
い
た
．
言
え
．
言
わ
ぬ
と
、
こ
れ
だ
ぞ
ょ
．
」

下
人
は
．
老
讐
を
突
き
飲
す
と
．
い
き
な
り
｀
太
刀
の
董
を
払
っ
て
、
白
い
鯛
の
色
を
｀
そ
の
目
の
前
へ
突
き
つ
け
た
．
け
れ
ど
も
、
老
聾
は
黙
っ
て
い
る
．

爾
手
を
わ
な
わ
な
震
わ
せ
て
、
肩
で
息
を
切
り
な
が
ら
、
目
を
、
嗣
珠
が
ま
ぶ
た
の
外
へ
出
そ
う
に
な
る
ほ
ど
、
見
開
い
て
、
お
し
の
よ
う
に
轍
拗
＜
黙
っ
て

い
る
．
こ
れ
を
見
る
と
、
下
人
は
初
め
て
明
白
に
．
こ
の
老
襲
の
生
死
が
、
全
然
、
自
分
の
意
志
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
た
．
そ
う
し
て

こ
の
●
戴
は
、
今
ま
で
慶
し
く
燃
え
て
い
た
憎
愚
の
心
を
、
い
つ
の
間
に
か
冷
ま
し
て
し
ま
っ
た
．
ぁ
と
に
残
っ
た
の
は
、
た
だ
、
あ
る
仕
事
を
し
て
｀
そ
ヤ

が
円
鑽
に
成
戯
し
た
と
き
の
、

9
安
ら
か
な
得
璽
と
潰
足
と
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
．
そ
こ
で
．
下
人
は
．
老
襲
を
．
見
下
ろ
し
な
が
ら
、
少
し
声
を
和

ら
げ
て
こ
う
言
っ
た
．

「
覺
は
検
非
違
伎
の
庁
の
役
人
な
ど
で
は
な
い
．
今
し
方
こ
の
門
の
下
を
遍
り
か
か
っ
た
僚
の
者
だ
．
だ
か
ら
お
ま
え
に
縄
を
か
け
て
、
ど
う
し
よ
う
と
い

う
よ
う
な
こ
と
は
な
い
．
た
だ
．
今
峙
分
．
こ
の
門
の
上
で
．
何
を
し
て
い
た
の
だ
か
、
そ
れ
を
饉
に
話
し
さ
え
す
れ
ば
い
い
の
だ
．
」

す
る
と
.
老
饗
は
、
見
胃
い
て
い
た
目
を
、
い
っ
そ
う
大
き
く
し
て
、
じ
っ
と
そ
の
下
人
の
順
を
見
守
っ
た
．
ま
ぶ
た
の
赤
く
な
っ
た
、
肉
食
鳥
の
よ
う
な
、

鋭
い
目
で
見
た
の
で
あ
る
．
そ
れ
か
ら
｀
し
わ
で
、
ほ
と
ん
ど
、
鼻
と
ー
つ
に
な
っ
た
唇
を
．
何
か
物
で
も
か
ん
で
い
る
よ
う
に
、
動
か
し
た
．
編
い
喉
で
．

と
が
っ
た
噸
ぼ
と
け
の
動
い
て
い
る
の
が
見
え
る
．
そ
の
と
き
｀
そ
の
噸
か
ら
、
か
ら
す
の
鳴
く
よ
う
な
声
が
、
あ
え
ぎ
あ
え
ぎ
、
下
人
の
耳
へ
伝
わ
っ
て
き

た．

「
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
こ
の
髪
を
抜
い
て
な
、
か
つ
ら
に
し
ょ
う
と
思
う
た
の
じ
ゃ
．
」

下
人
は
．
老
聾
の
答
え
が
存
外
．
平
凡
な
の
に
失
望
し
た
．
そ
う
し
て
失
望
す
る
と
同
時
に
、
ま
た
前
の
憎
悪
が
、
冷
や
や
か
な
④
[
侮

蔑
l

と
い
つ

し
ょ
に
、
心
の
中
へ
入
っ
て
き
た
．
す
る
と
、
そ
の
気
色
が
、
先
方
へ
も
通
じ
た
の
で
あ
ろ
う
．
老
屡
は
、
片
手
に
、
ま
だ
死
骸
の
嘱
か
ら
奪
っ
た
長
い
抜
け

毛
を
符
っ
た
な
り
、
暮
の
つ
ぶ
や
く
よ
う
な
声
で
、
口
ご
も
り
な
が
ら
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
．

「
な
る
ほ
ど
な
、
死
人
の
髪
の
毛
を
抜
く
と
い
う
こ
と
は
、
な
ん
ぼ
う
悪
い
こ
と
か
も
し
れ
ぬ
．
じ
ゃ
が
、
こ
こ
に
い
る
死
人
ど
も
は
、
み
な
、
そ
の
く
ら

い
な
こ
と
を
、
さ
れ
て
も
い
い
人
間
ば
か
り
だ
ぞ
ょ
．
現
に
、
わ
し
が
今
、
髪
を
抜
い
た
女
な
ど
は
な
、
蛇
を
四
寸
ば
か
り
ず
つ
に
切
っ
て
干
し
た
の
を
、
干

し
魚
だ
と
言
う
て
、
太
刀
帯
の
輝
へ
売
り
に
往
ん
だ
わ
．
疫
痢
に
か
か
っ
て
死
な
な
ん
だ
ら
、
今
で
も
売
り
に
往
ん
で
い
た
こ
と
で
あ
ろ
．
そ
れ
も
よ
、
こ
の

女
の
売
る
干
し
焦
は
、
昧
が
よ
い
と
言
う
て
、
太
刀
帯
ど
も
が
、
欠
か
さ
ず
菜
料
に
買
っ
て
い
た
そ
う
な
．
ゎ
し
は
、
こ
の
女
の
し
た
こ
と
が
愚
い
と
は
思
う

て
い
ぬ
．
せ
ね
ば
、
飢
え
死
に
を
す
る
の
じ
ゃ
て
、
し
か
た
が
な
く
し
た
こ
と
で
あ
ろ
．
さ
れ
ば
、
今
ま
た
、
わ
し
の
し
て
い
た
こ
と
も
悪
い
こ
と
と
は
思
わ

ぬ
ぞ
ょ
．
こ
れ
と
て
も
や
は
り
せ
ね
ば
、
飢
え
死
に
を
す
る
じ
ゃ
て
、
し
か
た
が
な
く
す
る
こ
と
じ
ゃ
わ
い
の
．
じ
ゃ
て
、
そ
の
し
か
た
が
な
い
こ
と
を
、
よ

く
知
っ
て
い
た
こ
の
女
は
、
お
お
か
た
わ
し
の
す
る
こ
と
も
大
目
に
見
て
く
れ
る
で
あ
ろ
.J

 

老
屡
は
、
だ
い
た
い
こ
ん
な
意
味
の
こ
と
を
言
っ
た
．

下
人
は
、
太
刀
を
綱
に
収
め
て
。
そ
の
太
刀
の
柄
を
左
の
手
で
押
さ
え
な
が
ら
、
冷
然
と
し
て
、
こ
の
話
を
聞
い
て
い
た
．
も
ち
ろ
ん
、
右
の
手
で
は
、
赤

＜
頬
に
う
み
を
符
っ
た
大
き
な
＂

口
図
固
口
を
気
に
し
な
が
ら
、
聞
い
て
い
る
の
で
あ
る
．
し
か
し
｀
こ
れ
を
聞
い
て
い
る
う
ち
に
、
下
人
の
心
に
は
、

10
あ
る
勇
気
が
生
ま
れ
て
き
た
．
そ
れ
は
、
さ
っ
き
門
の
下
で
、
こ
の
男
に
は
欠
け
て
い
た
勇
気
で
あ
る
．
そ
う
し
て
、
ま
た
さ
っ
き
こ
の
門
の
上
へ
上
が

っ
て
、
こ
の
名
讐
を
檜
ら
え
た
と
き
の
舅
気
と
は
、
全
然
、
反
対
な
方
向
に
動
こ
う
と
す
る
勇
気
で
あ
る
．
下
人
は
、
飢
え
死
に
を
す
る
か
盗
人
に
な
る
か
に
｀

達
わ
な
か
っ
た
ば
か
り
で
は
な
い
．
そ
の
と
き
の
、

こ
の
男
の
心
持
ち
か
ら
言
え
ば
、
飢
え
死
に
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ほ
と
ん
ど
、
考
え
る
こ
と
さ
え
で
き

な
い
ほ
ど
、
意
朧
の
外
に
追
い
出
さ
れ
て
い
た
．

「
き
っ
と
、
そ
う
か
．
」

老
聾
の
話
が
鰊
わ
る
と
、
下
人
は
囀
る
よ
う
な
声
で
念
を
押
し
た
．
そ
う
し
て
、
一
足
前
へ
出
る
と
、
不
意
に
右
の
手
を

11
ロ
図
四
凹
か
ら
●
し
て
、

老
讐
の
織
髪
を
つ
か
み
な
が
ら
、
か
み
つ
く
よ
う
に
こ
う
言
っ
た
．

「
で
は
、
覺
が
引
創
ぎ
を
し
よ
う
と
恨
む
ま
い
な
．
饉
も
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
飢
え
死
に
を
す
る
体
な
の
だ
．
」

下
人
は
、
す
ば
や
く
、

老
璽
の
着
物
を
剥
ぎ
取
っ
た
．
そ
れ
か
ら
、
足
に
し
が
み
つ
こ
う
と
す
る
老
聾
を
、
手
荒
く
死
骸
の
上
へ
蹴
倒
し
た
．
は
し
ご
の
ロ

ま
で
は
、
わ
ず
か
に
五
歩
を
量
え
る
ば
か
り
で
あ
る
．
下
人
は
、
剥
ぎ
取
っ
た
檜
皮
色
の
着
物
を
脇
に
抱
え
て
、
ま
た
た
＜
間
に
急
な
は
し
ご
を

12
到
d

底
へ
●
け
下
り
た
．

し
ば
ら
く
、
死
ん
だ
よ
う
に
側
れ
て
い
た
老
讐
が
｀
死
骸
の
中
か
ら
、
そ
の
榛
の
体
を
起
こ
し
た
の
は
｀
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
の
こ
と
で
あ
る
．
老
萎
は
、

そ
こ
か

つ
ぶ
や
く
よ
う
な
、
う
め
く
よ
う
な
声
を
た
て
な
が
ら
、
ま
だ
燃
え
て
い
る
火
の
光
を
籟
り
に
、
は
し
ご
の
口
ま
で
、
這
っ
て
い
っ
た
．
そ
う
し
て
、

ら
、
覧
い
白
畳
を
逆
さ
ま
に
し
て
｀
門
の
下
を
の
ぞ
き
込
ん
だ
．
外
に
は
、
た
だ
、
黒
襴
々
た
る
夜
が
あ
る
ば
か
り
で
あ
る
．

下
人
の
行
方
は
會

IIも
知
ら
な
い
．

1

①
7

火
】
．
②
[
太
ど
．
③
[
暫
時
]
•
④
[
侮
幾
]
の
襲
み
を
ひ
ら
が
な
で
そ
れ
ぞ
れ
答
え
よ
．

（
一
点x四
問
）【知
技】

2
本
文
の
作
者
が
著
し
た
小
裏
で
は
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
ー
つ
選
び
、
記
号
で
笞
え
ょ
．
（
二
点
）
【
知
技
】

ア`

河

童

ィ

鼻

．
ウ`

戯

作
三
昧

エ

蜜

柑

オ

杜

子
春

A
“
蜘
蛛
の
糸

3
本
文
の
作
者
が
著
し
た
小
説
で
は
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
っ
還
び
、
記
号
で
笞
え
ょ
．
（
二
点
）

【
知
技
】

，ア

歯

事

ィ

明

陪

心

＊

導
寺
信
輪
の
半
生

A
地

獄

変

オ

保

置

の

言

葉

B
拿
教
人
の
死

4

本
文
の
作
者
が
著
し
た
小
駁
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
•
（
二
点

）
【
知
技
】

ア

父
幅
る

イ`
坊
っ
ち
ゃ
ん

ウ
陪
夜
行
路

工
に
ご
り
え

オ
伊
豆
の
踊
子

5
1
8
記
に
よ
る
と

か
ら
姶
ま
る
一
文
は
、
ど
う
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
、
詳
し
く
説
明
せ
よ
•
（
三
点
）
【
息
及

5

を
遭
ば
せ
る
感
情
と
は
｀
ど
の
よ
う

A
べ
人
間
失
格

6
雨
は
羅
生
門
を
包
ん
で
、
…
…
雲
を
珀
え
て
い
る
創
と
い
う
措
写
に
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
か
．
次
の
中
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
、

記
号
で
答
え
ょ
．
（
二
点
）
【
息
表
祠
】

ア
雨
が
だ
ん
だ
ん
ひ
ど
く
な
り
、
あ
た
り
が
陪
く
な
っ
て
い
く
様
子
を
強
調
す
る
効
果
．

⑭
)
空
校
様
と
同
様
に
、
下
人
の
心
情
も
、
陪
＜
璽
苦
し
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
効
果
．

ら
人
々
の
心
が
悲
観
的
に
な
っ
て
し
ま
い
、
生
き
る
気
力
を
失
っ
た
こ
と
を
象
徴
的
に
表
す
効
果
．

H
羅
生
門
の
情
景
描
写
を
間
に
は
さ
む
こ
と
で
｀
下
人
の
視
点
を
雌
れ
て
客
観
的
に
状
況
を
描
き
出
す
効
果
．

オ

平
安
時
代
と
い
う
時
代
が
、
暗
く
じ
め
じ
め
し
て
い
た
時
代
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
効
果
．

7

あ
る
強
い
感
情
は、
こ
の
部
分
以
後
で
ど
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
か
。
本
文
中
か
ら
十
五
字
以
内
で
抜
きU
lせ
•
（
三
点
）
【
息
代
判】

8
下
人
は
、
な
ん
の
未
練
も
な
く
、
飢
え
死
に
を
選
ん
だ
こ
と
で
あ
ろ
う
．
と
あ
る
が
、
下
人
に
「
飢
え
死
に
」

な
感
情
か
．
本
文
中
か
ら
十
字
糧
震
で
抜
き
出
せ

•

（
三
点
）
【
恩
衷
判】

9
安
ら
か
な
得
意
と
満
足
と
は
、
こ
の
場
合
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
対
す
る
満
足
か
．
次
の
中
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
道
び
、
記
り
で
笞
え
ょ
．
（
二
点）

ア
怪
し
い
老
婆
を
た
や
す
く
取
り
押
さ
え
た
こ
と
に
対
す
る
満
足
感
．
ィ
‘老
控
が
何
を
し
て
い
た
か
191白
に
な
っ
た
こ
と
に
対
す
る
讃
足
感
．

L
ワ
¥
ニ
婆
の
生
死
を
左
右
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
対
す
る
懺
足
感
．

H
＼
老
婆
よ
り
も
自
分
の
ほ
う
が
寺
せ
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
滴
足
感
．

10
あ
る
勇
気
と
は
、
ど
の
よ
う
な
勇
気
か
．
本
文
中
の
語
句
を
用
い
て
、
九
字
以
内
で
笞
え
ょ
．
（
三
点）

E

以
況
判
】

11
こ
の
公
翫
に
お
い
て

11
ロ
図
固
口

（四
カ
所
）

撫
い
語
で
も
構
わ
な
い•
（
三
点
）p息
表
判
】

は
．
若
さ
の
ほ
か
に
何
の
象
徽
と
な
っ
て
い
る
か
、
一
罷
（
単
罷
一
っ
）
で
芥
え
ら
な
お
、
木
文
中
に

12
到
到
圏
は
何
を
象
徽
し
て
い
る
か
．
次
の
中
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
ょ
．

（三
点
）
【
息
れ
4"】

}
生
き
る
こ
と
の
醜
さ
に
対
す
る
鎌
悪
感
ン
島
平
安
時
代
の
終
末

，ウ
盗
人
と
な
っ
た
F
人
に
対
し
て
や
が
て
下
さ
れ
る
罰

工
I

悪
人
が
行
き
つ
く
で
あ
ろ
う
地
獄
の
苦
し
み
佑
ご
町
＜
絶
沼
的
な
人
生

13
こ
の
小
説
は
、
下
人
を
通
し
て
何
を
語
ろ
う
と
し
た
の
か
．
次
の
中
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
遺
び
、
旧
り
で
吝
え
ょ
．

二「
パ
こ
恩
れ
111
】

沃
、
下
人
の
行
為
を
悪
と
断
定
す
る
こ
と
で
説
明
で
き
る
、
勧
善
懲
慰
（
善
を
勧
め
感
を
懲
ら
し
め
る
）
の砂
が
人
．
 

．
 イ
極
限
的
な
状
況
の
中
で
揺
ら
い
で
し
ま
う
、
人
間
の
倫
理
観
の
不
確
か
さ
．

入
へ
仏
法
の
ご
利
益
が
通
用
し
な
く
な
っ
た
社
会
に
垣
間
見
え
る
、
末
法
思
想
（
仏
教
が
立
え
て
化
の
巾
が
乱
れ
る
＂
代
に
な
る
と
い
う
与
え
）．

f社
会
一

般
に
通
用
す
る
権
威
や
真
理
を
否
定
す
る
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
（
虚
慧
主
義

11
既
成
の
も
の
を
全
て
も
lE)
山
じ
石
ヵ
．

ぜ
い
じ
●
V

＼
オ
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
変
化
し
て
し
ま
う
、
青
年
期
の
自
我
意
識
の
脇
弱
さ
．

、キ
ト
ロ

ッ
コ

争
）
9
a

R

芋

粥

Ila 6 
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閂現代の国語一学期期末考査解答用紙二0二ニ年七月七日（木）第一校時実篇
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