
令和 4 年度  

興南高等学校 

入 学 試 験 問 題 

中 期 
 

 

国 語 
 

 

令和４年２月 11 日（金）実施  50 分／100 点満点 

 

受験上の注意 

 
1．試験開始の合図があるまで，この問題用紙は開かないようにして下さい。  

解答用紙は別になっています。 

 

2．問題は【一】～【三】まで３題あります。 

 

3．試験時間は 50 分です。 

 

4．解答は解答用紙の所定のところに記入して下さい。 

 

5．解答は 楷書
か い し ょ

で 丁寧
て い ね い

に記入して下さい。 

 

6．解答用紙には，受験番号，中学校名，氏名を必ず記入して下さい。 

 

7．試験終了後，問題用紙は持ち帰って下さい。 
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【
一
】
次
の
文
章
は
斎
藤
孝
著
「
語
彙
の
森
を
育
て
る
教
育
」
の
一
部
で
あ
り
、
《
資
料
》
文
化
庁
「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
を

読
み
、
後
の
各
問
い
に
答
え
よ
。
文
章
に
は
設
問
の
都
合
で
形
式
段
落
番
号
が
つ
い
て
い
る
。
ま
た
、
答
え
は
解
答
用
紙
に
楷
書
で
丁
寧
に
記
入
せ

よ
。
な
お
、
指
示
さ
れ
た
表
記
方
法
以
外
で
解
答
し
た
場
合
は
採
点
さ
れ
な
い
た
め
注
意
せ
よ
。 

１ 

①

大
学
の
授
業
で
学
生
が
話
す
の
を
聞
い
て
い
る
と
、
ど
れ
く
ら
い
の
語
彙
が
あ
る
の
か
、
ま
た
今
ま
で
に
ど
の
く
ら
い
本
を
読
ん
で
き
た
の
か
が
、

瞬
時
に
わ
か
り
ま
す
。
若
い
人
が
よ
く
使
う
「
ヤ
バ
い
」
と
い
う
言
葉
は
、
よ
い
意
味
に
も
悪
い
意
味
に
も
使
え
て
便
利
で
す
が
、
そ
れ
だ
け
意
味
が
あ
い

ま
い
で
、
細
か
い
差
異
を
表
現
し
き
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
対
し
て
、
語
彙
の
量
が
多
い
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
や
文
脈
に
応
じ
て
、
的
確
な
表
現
を
選
ん
で

使
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
８
色
で
描
か
れ
た
絵
画
よ
り
も
、
２
０
０
色
で
描
か
れ
た
絵
画
の
ほ
う
がａ

ア
ザ
や
か
な
の
と
同
じ
で
、
手
持
ち
の
語
彙
が
増
え
る

ほ
ど
、
表
現
の
幅
が
広
が
っ
て
い
き
ま
す
。 

２ 

こ
う
し
た
語
彙
力
の
有
無
は
、
そ
の
人
の
イ
ン
プ
ッ
ト
量
、
知
っ
て
い
る
語
句
の
総
量
に
よ
る
も
の
で
す
。
こ
れ
は
単
な
る
暗
記
的
な
知
識
量
の
問
題

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
イ
ン
プ
ッ
ト
の
量
が
多
い
と
い
う
こ
と
は
、
本
は
も
ち
ろ
ん
、
映
画
や
テ
レ
ビ
な
ど
、
あ
ら
ゆ
るｂ

媒
体
か
ら
語
彙
を
取
り
こ
み
、
自
分

で
使
え
る
も
の
と
し
て
吸
収
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
人
は
、
日
々
使
う
語
句
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
読
書
量
の
み
な
ら
ず
、
自
身
の
知
的

レ
ベ
ル
、
身
に
つ
け
て
き
た
「
教
養
」
を
も
、
自
ら
示
し
て
し
ま
う
の
で
す
。 

３ 

語
彙
力
が
な
い
と
教
養
を
疑
わ
れ
、
対
人
関
係
で
も
損
を
し
ま
す
。
第
一
、
せ
っ
か
く
語
彙
数
の
多
い
日
本
語
をｃ

ボ
ゴ
に
し
て
い
る
の
に
、
言
葉
を
知

ら
な
い
で
い
る
の
は
非
常
に
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
私
は
、
日
本
語
の
語
彙
力
を
鍛
え
る
た
め
に
、
二
つ
の
方
法
を
お
す
す
め
し
て
い
ま
す
。 

４ 

一
つ
目
は
、
慣
用
句
に
つ
い
て
の
知
識
チ
ェ
ッ
ク
で
す
。（  

１  

）、
慣
用
句
を
日
常
的
に
使
え
る
人
は
、
「＊

１

人
口
に
」
と
聞
け
ば
「
膾
炙

か
い
し
ゃ

す
る
」「
枚

挙
に
」
と
聞
け
ば
「
暇

い
と
ま

が
な
い
」
と
い
う
風
に
、
す
ぐ
に
続
き
が
浮
か
ぶ
と
思
い
ま
す
。
慣
用
句
の
い
わ
ば
「
上
の
句
」
に
「
下
の
句
」
を
継
ぐ
こ
と
が

で
き
る
か
は
、
自
分
の
語
彙
レ
ベ
ル
を
は
か
る
う
え
で
のｄ

シ
ヒ
ョ
ウ
に
な
り
ま
す
。 

５ 

な
ぜ
日
本
語
を
使
い
こ
な
す
う
え
で
慣
用
句
が
重
要
か
と
い
う
と
、
こ
れ
は
漢
文
の
書
き
下
し
文
的
表
現
が
基
盤
に
あ
る
か
ら
で
す
。
歴
史
的
に
見
れ
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ば
、
漢
文
は
日
本
語
の
「
骨
格
」
と
い
っ
て
も
よ
い
も
の
で
す
。
日
本
語
の
書
き
言
葉
も
、
元
は
漢
文
の
書
き
下
し
文
風
に
書
か
れ
て
い
ま
し
た
し
、
明
治

時
代
の
寺
子
屋
な
ど
で
も
、
孔
子
や
孟
子
のｅ

素
読
を
行
う
の
が
当
た
り
前
で
し
た
。
骨
格
が
あ
っ
て
肉
が
つ
く
わ
け
な
の
で
、
や
は
り
日
本
人
と
し
て
は
、

②

伝
統
的
な
漢
熟
語
を
踏
ま
え
た
表
現
を
、
多
く
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
す
。 

６
（  

２  

）、
語
彙
力
を
鍛
え
る
二
つ
目
の
方
法
は
、
名
作
の
音
読
で
す
。
音
読
は
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
言
葉
を
文
脈
ご
と
身
体
に
染
み
込
ま
せ
る
こ
と

が
で
き
る
、
最
良
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
方
法
で
す
。
先
ほ
ど
の
明
治
期
の
素
読
教
育
に
つ
い
て
触
れ
ま
し
た
が
、
彼
ら
は
今
で
い
う
小
学
校
一
年
生
く
ら
い
か

ら
、
『
論
語
』
を
音
読
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の
中
で
自
然
と
漢
文
の
素
養
が
培
わ
れ
、
現
代
の
大
人
を
上
回
る
ほ
ど
の
語
彙
を
、
早
い
段
階
か
ら
身
に
つ
け

て
い
た
わ
け
で
す
。 

７ 

現
代
の
学
生
に
特
に
お
す
す
め
な
の
は
、
夏
目
漱
石
の
作
品
を
音
読
す
る
こ
と
で
す
。
か
つ
て
小
学
校
一
年
生
と
と
も
に
、
６
時
間
か
け
て
『
坊
っ
ち

ゃ
ん
』
を
一
気
に
音
読
す
る
と
い
う
授
業
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
当
然
初
め
はｆ

ツ
ま
っ
て
、
う
ま
く
音
読
で
き
な
い
の
で
す
が
、
次
第
に
私
の
手
助

け
が
な
く
て
も
、
す
ら
す
ら
と
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
き
ま
す
。
小
学
校
一
年
生
は
、
漱
石
の
リ
ズ
ム
に
な
じ
ん
で
き
た
の
で
す
。
そ
し
て
６
時
間
か
け

て
つ
い
に
全
編
を
読
み
終
え
た
時
に
は
、
疲
れ
て
い
る
は
ず
の
生
徒
た
ち
か
ら
拍
手
喝
采

か
っ
さ
い

が
起
こ
り
ま
し
た
。
感
想
を
聞
く
と
、
子
ど
も
た
ち
が
口
々
に 

「＊
２

頗
す
こ
ぶ

る
お
も
し
ろ
か
っ
た
！
」
と
言
う
の
で
す
。（ 

 

３ 
 

）、
子
ど
も
た
ち
が
音
読
を
通
し
て
、
漱
石
の
よ
く
使
う
「
頗
る
」
と
い
う
語
彙
を
自
分
の
も

の
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

８ 

こ
の
よ
う
に
、「
書
く
」
学
習
と
違
っ
て
「
読
む
」
学
習
は
、
振
り
仮
名
と
教
師
の
サ
ポ
ー
ト
さ
え
あ
れ
ば
、
早
い
う
ち
か
ら
で
も
高
度
な
も
の
へ
の
チ

ャ
レ
ン
ジ
が
可
能
で
す
。
そ
し
て
語
彙
を
教
わ
る
に
は
、③

漱
石
の
よ
う
な
日
本
語
の
達
人
か
ら
教
わ
る
の
が
、
最
も
有
効
な
の
で
す
。 

【 

斎
藤 

孝
「
語
彙
の
森
を
育
て
る
教
育
」『
国
語
教
育
第
１
１
４
号
』
大
修
館
書
店 

 

問
題
作
成
の
都
合
上
、
一
部
改
変 

】 

【
語
注
】 

 

＊
１ 

人
口
に
～
膾
炙
す
る
…
多
く
の
人
の
話
題
に
な
り
、
世
間
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
。 
詩
文
等
が
ほ
め
ら
れ
、
も
て
は
や
さ
れ
る
こ
と
。  

 

＊
２ 

頗
る
…
た
い
そ
う
、
大
い
に
。 
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《
資
料
》 

※
平
成
２
６
年
度 

文
化
庁
「
国
語
に
関
す
る
世
論
調
査
」
よ
り
抜
粋 

                

１ 言い方の使用頻度・「わたし的には」という言い方を使う

ことがあるか 

２ 言い方の使用頻度・「とてもすばらしい」という意味で「や

ばい」を使うことがあるか 
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問
一 

二
重
傍
線
部
ａ
～
ｆ
の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
、
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
直
し
て
答
え
よ
。 

ａ 
絵
画
の
ほ
う
が
ア
ザ
や
か 

 
 

ｂ 

あ
ら
ゆ
る
媒
体 

 
 

ｃ 

日
本
語
を
ボ
ゴ
に
し
て
い
る 

 

ｄ 

シ
ヒ
ョ
ウ
に
な
り
ま
す 

ｅ 
孔
子
や
孟
子
の
素
読
を
行
う 

 

ｆ 

初
め
は
ツ
ま
っ
て 

問
二 

波
線
部
「
は
か
る
」
と
同
じ
漢
字
で
表
す
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

土
地
の
面
積
を
は
か
る 

 

イ 

国
外
逃
亡
を
は
か
る 

 

ウ 

計
画
実
行
の
機
会
を
は
か
る 

 

エ 

問
題
の
解
決
を
は
か
る 

 
 

問
三 

（ 

１ 

）
～
（ 
３ 
）
に
入
る
適
当
な
接
続
詞
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

つ
ま
り 

 
 

イ 

し
か
し 

 
 

ウ 

例
え
ば 
 
 

エ 

そ
し
て 

 
 

オ 

だ
か
ら 

 
 

問
四 

傍
線
部
①
「
大
学
の
授
業
で
～
瞬
時
に
わ
か
り
ま
す
」
と
筆
者
が
述
べ
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
な
る
一
文
を
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
、
最
初

と
最
後
の
五
字
で
答
え
よ
。（
句
読
点
も
含
む
） 

問
五 

傍
線
部
②
「
伝
統
的
な
漢
熟
語
を
踏
ま
え
た
表
現
」
に
つ
い
て
、
漢
熟
語
が
正
し
く
用
い
ら
れ
て
い
る
文
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で

答
え
よ
。 

ア 

那
覇
市
の
調
査
で
は
、
今
月
の
水
道
料
金
が
ま
だ
未
納
の
人
が
多
い
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。 

イ 

我
が
家
は
部
屋
が
四
つ
あ
り
、
南
側
の
こ
の
部
屋
は
も
っ
ぱ
ら
兄
が
専
有
し
て
い
ま
す
。 

ウ 

今
回
の
あ
な
た
の
要
望
は
、
市
民
の
賛
同
を
得
る
こ
と
が
難
し
い
の
で
承
服
い
た
し
ま
す
。 

エ 

生
徒
会
長
選
挙
に
立
候
補
し
た
彼
の
学
校
の
未
来
を
語
っ
た
演
説
に
感
服
し
ま
し
た
。 

問
六 

傍
線
部
③
「
漱
石
の
よ
う
な
日
本
語
の
達
人
か
ら
教
わ
る
の
が
最
も
有
効
な
の
で
す
」
の
本
文
の
結
論
に
つ
い
て
、
生
徒
が
国
語
の
授
業
で
《
資
料
》

を
参
考
に
理
由
を
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
筆
者
の
考
え
を
正
し
く
踏
ま
え
て
い
る
生
徒
の
発
言
を
選
び
、
Ａ
～
Ｅ
の

．
．
．
．
記
号
．
．
の
み
．
．
で
答
え
よ
。 
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生
徒
Ａ 

筆
者
は
形
式
段
落
１
で
指
摘
し
て
い
る
通
り
、
日
本
語
の
乱
れ
に
つ
い
て
危
惧

き

ぐ

し
て
い
る
よ
ね
。《
資
料
》
２
に
も
あ
る
け
ど
、
学
校
で
も
「
ヤ

バ
い
」
と
い
う
言
葉
は
日
常
的
に
使
わ
れ
る
し
、
私
た
ち
１
０
代
は
正
し
い
日
本
語
が
身
に
付
い
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
だ
よ
。
だ
か
ら
筆
者
は

漱
石
の
時
代
の
正
し
い
日
本
語
を
十
分
に
学
習
し
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。 

生
徒
Ｂ 

筆
者
は
、
形
式
段
落
１
・
２
で
大
学
生
の
低
学
力
化
を
憂
え
て
い
る
よ
ね
。
高
校
ま
で
に
も
っ
と
語
彙
力
を
つ
け
る
た
め
に
、
現
在
よ
り 

 
 
 
 
  

も
難
し
い
語
彙
が
使
わ
れ
て
い
る
漱
石
作
品
を
学
習
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
そ
の
解
決
に
つ
な
が
る
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
。 

生
徒
Ｃ 

筆
者
は
、
日
本
語
の
特
性
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
よ
ね
《
資
料
》
１
、
２
を
み
て
も
わ
か
る
け
ど
、
時
代
を
経
る
ご
と
に
次
々
と
言
葉
の
使
わ
れ

方
が
変
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
本
来
の
意
味
が
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
っ
て
い
る
と
言
え
る
よ
ね
。
漱
石
の
作
品
を
読
み
、
言
葉
本

来
の
意
味
を
取
り
戻
す
こ
と
が
大
切
だ
と
訴
え
て
い
る
ん
だ
と
思
う
よ
。 

生
徒
Ｄ 

筆
者
は
形
式
段
落
５
で
漢
文
が
日
本
語
の
骨
格
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
よ
。
漱
石
は
明
治
期
の
作
家
だ
か
ら
、
文
章
が
漢
文
体
に
な
る
ん 

 
 
 
 
  

じ
ゃ
な
い
か
な
。
漢
文
の
素
養
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
も
漱
石
の
作
品
が
有
効
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
た
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。 

生
徒
Ｅ 

筆
者
は
形
式
段
落
６
で
音
読
の
効
果
に
つ
い
て
述
べ
て
い
た
よ
。
漱
石
の
文
章
に
使
わ
れ
て
い
る
語
彙
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
音 

 
 
 
 
  

読
し
て
い
る
う
ち
に
身
に
つ
い
て
し
ま
う
っ
て
す
ご
い
よ
ね
。
筆
者
が
述
べ
る
「
日
本
語
の
達
人
」
と
は
語
彙
量
の
豊
富
さ
を
示
す
か
ら
、
漱
石

の
作
品
を
読
む
こ
と
が
語
彙
量
を
増
や
す
こ
と
に
な
る
っ
て
こ
と
だ
よ
。 

問
七 

《
資
料
》
１
・
２
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
適・

当・

で・

な・

い・

も
の
．
．
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

《
資
料
》
１
の
今
回
調
査
の
結
果
を
年
齢
別
に
見
る
と
、「
わ
た
し
的
に
は
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
が
「
あ
る
」
と
回
答
し
た
割
合
は
、

２
０
代
が
最
も
高
く
な
っ
て
い
る
。 

イ 

《
資
料
》
１
で
過
去
の
調
査
結
果
と
比
較
す
る
と
、
年
々
ど
の
年
代
に
お
い
て
も
「
あ
る
」
と
回
答
す
る
割
合
が
高
く
な
っ
て
い
る
。 
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ウ 

《
資
料
》
１
、
２
と
も
に
７
０
歳
以
上
で
は
過
去
の
調
査
に
お
い
て
も
、「
使
う
こ
と
が
あ
る
」
と
回
答
し
た
割
合
は
少
な
く
、
新
し
い
表
現
に

は
興
味
が
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。 

エ 
《
資
料
》
２
を
過
去
の
調
査
結
果
と
比
較
す
る
と
、「
と
て
も
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
意
味
で
「
や
ば
い
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
が
「
あ

る
」
の
割
合
が
「
な
い
」
の
割
合
を
上
回
っ
て
い
た
の
は
、
平
成
１
６
年
度
調
査
で
は
２
０
代
以
下
で
あ
っ
た
が
、
今
回
調
査
で
は
３
０
代
以

下
と
な
っ
て
い
る
。 

オ 

《
資
料
》
２
を
年
代
別
に
見
る
と
、「
と
て
も
す
ば
ら
し
い
」
と
い
う
意
味
で
「
や
ば
い
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
が
「
あ
る
」
と
回
答
し

た
割
合
は
、
年
代
が
低
い
ほ
ど
高
く
な
る
傾
向
が
あ
り
、
１
６
～
１
９
歳
が
最
も
高
く
、
次
い
で
２
０
代
と
な
っ
て
い
る
。 

問
八 

本
文
の
段
落
構
成
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

 

ア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

イ 

     

ウ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

エ 
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【
二
】
次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
各
問
い
に
答
え
よ
。
ま
た
、
答
え
は
解
答
用
紙
に
楷
書
で
丁
寧
に
記
入
せ
よ
。
な
お
、
指
示
さ
れ
た
表
記
方
法
以
外
で
解

答
し
た
場
合
は
採
点
さ
れ
な
い
た
め
注
意
せ
よ
。 

 

高
校
生
の
航
太
、
和
彦
、
京

み
や
こ

、
河
野

こ

う

の

は
俳
句
甲
子
園
（
毎
年
、
愛
媛
県
で
行
わ
れ
る
高
校
生
向
け
の
俳
句
大
会
。
五
人
一
組
で
俳
句
に
つ
い
て
デ
ィ
ベ

ー
ト
を
行
い
、
勝
敗
を
決
め
る
。
）
に
出
場
す
る
た
め
に
、
部
員
を
探
す
こ
と
に
な
っ
た
。
航
太
は
、
友
人
の
村
上
恵
一

け
い
い
ち

が
、
古
い
写
真
の
裏
に
自
作
の
俳

句
を
書
い
て
い
た
の
を
見
つ
け
、
俳
句
甲
子
園
の
出
場
メ
ン
バ
ー
に
勧
誘
す
る
。
航
太
は
、
恵
一
と
、
句
の
作
者
で
あ
る
恵
一
自
身
も
思
い
つ
か
な
い
よ
う

な
解
釈
を
航
太
と
他
の
部
員
の
三
人
が
提
示
し
、
そ
の
解
釈
に
恵
一
自
身
が
納
得
で
き
た
な
ら
俳
句
甲
子
園
に
出
場
し
て
も
ら
う
と
い
う
約
束
を
と
り
つ

け
た
。
次
は
、
そ
の
約
束
の
た
め
に
、
航
太
ほ
か
三
人
が
恵
一
の
〈
手
放
せ
る
鮎あ

ゆ

「
母
」
は
「
舟
」
に
似
て
い
る
〉
と
い
う
句
の
解
釈
を
し
、
恵
一
に
納
得

さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。 

 

航
太
は
三
人
の
チ
ー
ム
メ
イ
ト
が
待
つ
部
室
に
、
恵
一
を
引
っ
張
っ
て
い
っ
た
。 

と
に
か
く
、
恵
一
の
考
え
て
も
い
な
か
っ
た
情
景
を
読
み
取
っ
て
み
せ
る
。
俳
句
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
か
ら
。 

恵
一
と
机
を
挟
ん
で
す
わ
っ
た
四
人
の
顔
は
緊
張
し
て
い
る
が
、
そ
の
度
合
い
に
は
差
が
あ
る
。
一
番Ａ

緊
張
の
色
の
薄
い
和
彦
が
、
口
を
開
い
た
。 

「
な
ん
か
…
…
、
こ
わ
い
雰
囲
気
で
す
ね
。
じ
ゃ
あ
、
ぼ
く
か
ら
始
め
て
い
い
で
す
か
？ 

こ
う
い
う
の
は
早
く
終
わ
ら
せ
た
ほ
う
が
楽
な
ん
で
」 

そ
し
て
、
気
軽
な
調
子
で
話
し
始
め
た
。 

「
ぼ
く
が
注
目
し
た
の
は
、
『
母
』
と
『
舟
』
に
つ
い
て
い
る
カ
ギ
か
っ
こ
で
す
。
こ
れ
は
、
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
漢
字
と
し
て
強
調
す
る
た
め
に
使
っ
て

い
る
ん
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
う
し
て
、
改
め
て
こ
の
二
文
字
に
注
目
し
て
み
る
と
、
た
し
か
に
デ
ザ
イ
ン
的
に
似
て
い
ま
す
よ
ね
。『
母
』
の
一
画
目
を

曲
げ
ず
に
左
へ
払
い
、
上
に
ち
ょ
ん
と
一
画
足
し
た
ら
、『
母
』
の
字
は
『
舟
』
に
な
る
。
漢
和
辞
典
で
見
た
ら
二
つ
の
漢
字
の
成
り
立
ち
は
全
然
別
の
も

の
の
よ
う
で
す
け
ど
、『
母
』
は
『
舟
』
に
似
て
い
る
っ
て
い
う
の
は
、
面
白
い
発
見
だ
と
思
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
、
よ
く
、『
海
』
と
い
う
字
の
中
に
は
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『
母
』
が
い
る
な
ん
て
言
い
ま
す
よ
ね
。
海
は
す
べ
て
の
命
の
源
、
そ
れ
は
命
を
産
み
出
す
母
に
も
通
じ
る
。
そ
ん
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
て
面
白
か
っ

た
で
す
、
こ
の
句
」 

さ
す
が
、
和
彦
は
理
屈
っ
ぽ
い
け
ど
、
う
ま
く
ま
と
め
て
い
る
。 

「
そ
れ
で
、
こ
の
句
の
解
釈
で
す
が
、『
母
』
の
中
に
は
命
が
あ
る
、『
舟
』
も
何
か
の
容
れ
物
み
た
い
に
思
え
て
く
る
。
だ
か
ら
、
句
全
体
が
命
の
源
の
水

を
連
想
さ
せ
る
。
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
面
白
か
っ
た
で
す
」 

和
彦
が
口
を
つ
ぐ
ん
で
、
窺

う
か
が

う
よ
う
に
恵
一
を
見
る
。
今
度
は
恵
一
が
口
を
開
い
た
。 

「
字
形
の
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
最
初
か
ら
考
慮
ず
み
だ
よ
。
そ
れ
か
ら
な
、『
舟
』
に
は
も
と
も
と
容
れ
物
と
い
う
意
味
が
あ
る
、
水
の
上
を
い
く
乗
り
物

と
い
う
だ
け
で
は
な
く
て
」 

「
え
、
そ
う
な
ん
で
す
か
？
」 

「
ほ
ら
、
浴
槽
の
こ
と
を
湯
舟
と
か
言
う
だ
ろ
」 

「
あ
…
…
」 

和
彦
が
そ
こ
で
言
葉
に
詰
ま
る
。
つ
ま
り
和
彦
の
解
釈
は
も
と
も
と
恵
一
の
中
に
あ
っ
た
も
の
と
い
う
わ
け
か
。 

次
に
京
が
発
言
を
始
め
た
。 

「
私
は
、
こ
の
句
を
読
ん
で
、
昔
、
海
の
中
で
足
が
つ
っ
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
ま
し
た
。
水
の
中
で
も
が
き
な
が
ら
舟
を
見
上
げ
る
と
、
濡
れ
た
船
べ

り
は
す
ご
く
頼
も
し
く
て
。
あ
そ
こ
に
上
が
れ
ば
助
か
る
ん
だ
っ
て
夢
中
で
手
を
伸
ば
す
の
に
、
ぬ
る
ぬ
る
し
て
い
て
つ
か
め
な
い
。
大
人
が
気
づ
い
て
引

っ
張
り
上
げ
て
く
れ
て
、
よ
う
や
く
舟
に
上
が
っ
た
時
の
、
心
か
ら
の
安
心
感
。
水
の
中
で
は
生
き
ら
れ
な
い
私
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
る
舟
、
そ
れ
と①

一
般

的
な
母
と
の
類
似
性
は
、
あ
あ
本
当
に
あ
る
か
も
っ
て
納
得
し
ま
し
た
」 

恵
一
は
無
言
で
聞
い
て
い
る
だ
け
だ
。 



- 9 - 

 

続
い
て
河
野
が
話
し
始
め
る
。 

「
私
は
『
手
放
せ
る
』
と
い
う
言
葉
か
ら
、
鮎
の
放
流
を
思
い
浮
か
べ
た
。
鮎
が
い
る
生
態
系
を
守
る
た
め
に
、
鮎
の
卵
を
育
て
て
稚
魚
に
し
て
、
川
に
放

す
。
そ
う
い
う
活
動
が
あ
る
よ
ね
」 

そ
の
言
葉
を
聞
い
た
時
だ
。
航
太
の
頭
の
中
に
、
ぱ
っ
と
新
し
い
解
釈
が
浮
か
ん
だ
。
だ
が
、
河
野
は
ま
だ
話
し
続
け
て
い
る
。 

「
手
放
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
生
き
て
い
け
る
鮎
。
つ
か
ま
え
た
鮎
を
手
放
す
こ
と
の
意
味
は
一
つ
じ
ゃ
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
手
放
し
て
し
ま
っ
た
、
残

念
、
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
。
そ
し
て
鮎
の
生
命
力
は
、
産
み
出
す
『
母
』、
命
の
豊
か
さ
に
も
つ
な
が
る
と
思
う
」 

恵
一
は
一
瞬
考
え
込
ん
だ
が
、
す
ぐ
に
こ
う
反
論
し
て
き
た
。 

「
そ
う
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
釣
り
に
し
ろ
放
流
に
し
ろ
、
結
局
人
間
が
勝
手
に
や
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
鮎
に
絶
滅
し
て
ほ
し
く
な
い
か
ら
、
自
分
た

ち
の
食
料
と
し
て
の
鮎
を
守
る
た
め
に
、
放
流
す
る
。
そ
れ
と
命
の
豊
か
さ
を
結
び
つ
け
る
の
は
、
人
間
の
身
勝
手
じ
ゃ
な
い
の
か
」 

「
身
勝
手
で
何
が
い
け
な
い
の
」 

河
野
が
体
を
乗
り
出
し
た
。「
結
果
的
に
鮎
が
増
え
る
な
ら
、
人
間
の
思
惑
な
ん
て
二
の
次
で
い
い
じ
ゃ
な
い
」 

恵
一
が
勢
い
に
押
さ
れ
た
よ
う
に
黙
る
。
河
野
は
さ
ら
に
勢
い
づ
く
。 

「
そ
れ
に
ね
、
こ
の
字
、『
舟
』
っ
て
い
う
の
は
、『
船
』
よ
り
も
小
型
の
も
の
に
使
う
字
で
し
ょ
。
そ
れ
と
『
母
』
が
似
て
い
る
っ
て
い
う
の
は
新
鮮
で
、

で
も
納
得
が
い
っ
た
。
あ
と
、
人
間
は
水
の
上
で
は
舟
を
頼
り
に
す
る
け
ど
、
で
も
、
そ
の
舟
も
実
は
結
構
ぐ
ら
ぐ
ら
し
た
り
、
危
な
っ
か
し
か
っ
た
り
す

る
。
そ
れ
が
私
の
解
釈
の
、『
稚
魚
』
に
も
ぴ
っ
た
り
の
イ
メ
ー
ジ
だ
と
思
っ
た
」 

恵
一
が
口
を
開
く
。 

「
た
し
か
に
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
『
舟
』
の
字
を
使
っ
た
ん
だ
よ
。
危
な
っ
か
し
い
も
の
、
頼
り
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
と
足
元
を
ぐ
ら
っ
と
揺
さ
ぶ
ら

れ
る
よ
う
な
も
の
の
象
徴
と
し
て
。
そ
れ
と
『
母
』
も
似
て
い
る
っ
て
い
う
の
が
お
れ
の
書
き
た
か
っ
た
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
。
結
局
、②

今
の
解
釈
は
意
外
で
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も
な
ん
で
も
な
い
」 

航
太
は
落
ち
着
か
な
く
な
っ
た
。
あ
の
、
気
が
弱
く
て
優
し
い
恵
一
の
お
母
さ
ん
の
こ
と
を
恵
一
が
危
な
っ
か
し
い
と
語
る
の
を
聞
く
の
は
、
初
め
て
だ
。 

そ
れ
か
ら
恵
一
は
京
を
ち
ら
り
と
見
や
っ
た
。 

「
海
の
中
に
い
る
と
舟
は
す
ご
く
頼
り
に
な
る
よ
う
に
思
え
る
。
と
い
う
か
、
他
に
何
も
す
が
り
つ
く
も
の
が
な
い
ん
だ
も
ん
な
。
な
の
に
、
舟
に
上
が
る

と
今
度
は
そ
の
舟
底
は
と
て
も
薄
っ
ぺ
ら
く
て
、
ぐ
ら
ぐ
ら
揺
れ
る
。
乗
っ
て
い
れ
ば
船
酔
い
も
す
る
。
ち
っ
と
も
安
心
で
き
る
も
の
じ
ゃ
な
い
。
だ
か
ら

と
言
っ
て
、
ほ
か
に
頼
れ
る
も
の
も
な
い
。
海
は
大
き
す
ぎ
る
か
ら
な
」 

河
野
が
手
を
打
っ
た
。 

「
あ
あ
、
そ
の
感
じ
が
、
ま
さ
し
く
母
な
の
ね
。
頼
り
な
い
の
か
頼
れ
る
の
か
。
舟
も
母
も
本
質
が
変
わ
っ
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
の
に
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
様
々

に
変
わ
る
ん
だ
。
で
も
イ
メ
ー
ジ
が
変
わ
る
の
っ
て
、
迷
っ
て
揺
れ
て
い
る
の
は
、
自
分
も
同
じ
だ
か
ら
じ
ゃ
な
い
の
？
」 

恵
一
が③

初
め
て
虚
を
衝
か
れ
た
よ
う
な
顔
に
な
っ
た
。
河
野
の
勢
い
は
止
ま
ら
な
い
。 

「
心
の
奥
で
は
わ
か
っ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
。
海
ま
か
せ
、
自
然
ま
か
せ
に
な
る
し
か
な
い
自
分
、
頼
り
な
い
と
わ
か
っ
て
い
る
も
の
に
も
頼
り
た
く
な
る
自

分
、
本
当
は
そ
う
い
う
自
分
に
一
番
い
ら
だ
っ
て
い
る
ん
だ
っ
て
」 

そ
こ
で
河
野
は
航
太
に
目
で
合
図
を
送
っ
て
き
た
。
河
野
の
主
張
は
終
わ
っ
た
よ
う
だ
。 

航
太
は
ゆ
っ
く
り
と
口
を
開
い
た
。④

答
え
が
見
つ
か
り
か
け
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
。 

恵
一
は
さ
っ
き
、「
海
」
と
言
っ
た
。 

自
分
で
は
鮎
を
釣
り
に
行
っ
た
時
の
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
記
憶
を
処
理
す
る
た
め
の
句
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
そ
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
海
が
苦
手
だ
か
ら
舟

も
苦
手
で
、
漁
師
で
あ
る
お
父
さ
ん
と
仲
良
く
な
れ
な
い
恵
一
の
気
持
ち
な
の
だ
。
き
っ
と
。 

川
や
鮎
が
問
題
な
ん
じ
ゃ
な
い
。 



- 11 - 

 

そ
し
て
、＊

１

ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
聞
い
た
こ
と
…
…
。 

「
あ
の
さ
…
…
。
お
れ
は
ほ
か
の
三
人
と
違
っ
て
、
こ
の
句
が
書
い
て
あ
る
写
真
を
見
ち
ゃ
っ
た
わ
け
だ
け
ど
…
…
。
そ
れ
で
、
感
じ
た
こ
と
じ
ゃ
な
く
て

た
ま
た
ま
知
っ
ち
ゃ
っ
た
こ
と
な
ん
だ
け
ど
」 

そ
こ
で
一
度
言
葉
を
切
っ
て
、
言
い
た
い
こ
と
を
ま
と
め
る
。 

「
写
真
の
日
付
は
五
月
に
な
っ
て
い
た
。
五
月
な
ら
、
鮎
は＊

２

禁
漁
期
だ
」 

恵
一
がＢ

目
を
丸
く
し
た
。 

「
鮎
漁
は
時
期
も
漁
法
も
厳
し
く
制
限
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
恵
一
が
獲
っ
た
鮎
は
、
禁
漁
期
に
川
で
舟
遊
び
を
し
て
い
て
、
た
ま
た
ま
舟
か
ら
下
ろ
し

た
釣
り
針
に
引
っ
か
か
っ
ち
ゃ
っ
た
も
の
と
か
じ
ゃ
な
い
か
？ 

だ
か
ら
お
父
さ
ん
は
、
ル
ー
ル
を
守
る
漁
師
と
し
て
、
問
答
無
用
で
川
に
放
し
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
？ 

別
に
恵
一
に
意
地
悪
し
た
わ
け
じ
ゃ
な
く
て
」 

恵
一
の
顔
に
納
得
の
色
が
広
が
っ
て
い
く
の
に
力
を
得
て
、
航
太
は
な
お
も
続
け
た
。 

「
そ
れ
と
さ
、
細
か
い
こ
と
だ
け
ど
、⑤

て
に
を
は
の
選
び
方
に
も
ず
っ
と
こ
だ
わ
っ
て
い
た
」 

「
母
」
は・

「
舟
」
に・

似
て
い
る
。 

「
母
」
と・

「
舟
」
は・

似
て
い
る
、
の
で
は
な
く
。 

「
舟
」
は・

「
母
」
に・

似
て
い
る
、
の
で
も
な
く
。 

「
作
者
、
つ
ま
り
恵
一
に
と
っ
て
真
っ
先
に
『
母
』
が
関
心
の
中
心
に
来
た
ん
だ
よ
な
？ 

そ
の
関
心
の
向
こ
う
に
『
舟
』
が
あ
っ
た
。
あ
あ
、
こ
の
し
が

み
つ
い
て
い
る
『
母
』
は
『
舟
』
に
似
て
い
る
、
と
。
お
れ
に
は
、
字
形
が
似
て
い
る
っ
て
い
う
の
は
後
づ
け
の
理
屈
で
、
た
ま
た
ま
そ
う
い
う
偶
然
の
類

似
に
気
が
つ
い
て
面
白
く
な
っ
た
…
…
っ
て
い
う
俳
句
に
思
え
た
。
だ
か
ら
ど
う
っ
て
、
う
ま
く
言
え
な
い
け
ど
、
と
に
か
く
す
ぐ
に
し
が
み
つ
け
る
お
母

さ
ん
が
い
る
っ
て
い
い
な
っ
て
、
そ
れ
が
感
想
。
た
と
え
舟
と
同
じ
で
頼
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
お
母
さ
ん
で
も
」 
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く
そ
、
結
局
小
学
生
み
た
い
な
感
想
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
鮎
を＊

３

キ
ャ
ッ
チ
ア
ン
ド
リ
リ
ー
ス
し
た
理
由
を
指
摘
で
き
た
の
だ
っ
て
、
た
ま
た
ま
ば
あ
ち

ゃ
ん
が
禁
漁
期
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
た
か
ら
だ
し
。
そ
こ
で
京
が⑥

ふ
っ
と
笑
っ
た
。 

「
私
も
う
ら
や
ま
し
い
で
す
よ
。
た
と
え
頼
り
な
い
気
が
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
頼
ろ
う
と
し
た
経
験
が
あ
る
人
で
な
い
と
思
い
つ
か
な
い
感
想
で
す
。

私
は
一
度
も
、
自
分
の
母
を
頼
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
が
な
い
で
す
か
ら
」 

…
…
母
を
亡
く
し
た
航
太
よ
り
も
さ
ら
に
深
刻
な
口
調
に
聞
こ
え
た
の
で
、
何
も
言
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

京
も
そ
れ
に
気
づ
い
た
よ
う
だ
。 

「
あ
、
す
み
ま
せ
ん
、
重
い
話
を
し
ち
ゃ
い
ま
し
た
？ 

気
に
し
な
い
で
く
だ
さ
い
」 

河
野
が
気
を
取
り
直
し
て
、
恵
一
に
向
か
い
合
う
。 

「
村
上
、
ど
う
？ 

私
た
ち
四
人
そ
れ
ぞ
れ
の
鑑
賞
を
し
て
み
た
。
す
べ
て
、
あ
ん
た
の
想
定
内
だ
っ
た
？
」 

一
瞬
言
葉
に
詰
ま
っ
た
恵
一
だ
っ
た
が
、
す
ぐ
に
、
根
負
け
し
た
よ
う
に
笑
っ
た
。 

「
…
い
い
や
。
ま
ず
、
鮎
を
放
す
こ
と
に
い
ろ
ん
な
肯
定
の
意
味
を
つ
け
て
も
ら
っ
た
の
は
、
予
想
外
だ
っ
た
よ
」 

そ
し
て
、
ち
ょ
っ
と
す
わ
り
直
し
た
。 

 

【 

森
谷
明
子 

『
南
風
吹
く
』（
光
文
社
）
よ
り
抜
粋 

※
問
題
作
成
の
都
合
上
、
一
部
改
変 

】 

【
語
注
】 

＊
１ 

ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
聞
い
た
こ
と
…
航
太
は
過
去
に
ば
あ
ち
ゃ
ん
か
ら
禁
漁
期
に
つ
い
て
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。 

＊
２ 

禁
漁
期
…
資
源
保
護
の
目
的
で
水
産
動
植
物
の
捕
獲
や
採
集
が
禁
止
さ
れ
る
期
間
。 

＊
３ 

キ
ャ
ッ
チ
ア
ン
ド
リ
リ
ー
ス
…
釣
り
人
が
、
釣
っ
た
魚
を
す
ぐ
水
中
に
戻
す
こ
と
。 
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問
一 

二
重
傍
線
部
Ａ
・
Ｂ
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
よ
。 

Ａ 

緊
張
の
色
の
薄
い 

ア 
緊
張
に
よ
る
顔
の
赤
ら
み
が
見
ら
れ
な
い 

 

イ 

少
し
緊
張
し
始
め
た
こ
と
が
う
か
が
え
る 

ウ 

あ
ま
り
緊
張
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る 

 

エ 

緊
張
し
て
い
る
様
子
が
全
く
見
ら
れ
な
い 

Ｂ 

目
を
丸
く
し
た 

ア 

興
味
が
湧
い
て
目
を
見
開
い
た 

 

イ 

よ
く
見
る
た
め
に
目
を
見
開
い
た 

ウ 

怒
り
で
目
を
大
き
く
見
開
い
た 

 

エ 

驚
い
て
目
を
大
き
く
見
開
い
た 

問
二 

傍
線
部
①
「
一
般
的
な
母
と
の
類
似
性
」
と
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
に
お
け
る
「
一
般
的
な
母
」
の
像
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら

選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

わ
が
子
に
不
安
を
抱
か
せ
ず
、
様
々
な
危
険
か
ら
守
る
母
。 

イ 

放
っ
て
お
く
と
危
険
な
わ
が
子
の
命
を
強
引
に
で
も
救
う
母
。 

ウ 

わ
が
子
を
い
つ
で
も
助
け
ら
れ
る
よ
う
に
常
に
見
守
る
母
。 

エ 

自
ら
の
危
険
を
か
え
り
み
ず
、
わ
が
子
に
手
を
差
し
伸
べ
る
母
。 

問
三 

傍
線
部
②
「
今
の
解
釈
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

頼
り
に
な
る
は
ず
の
舟
に
は
転
覆
の
お
そ
れ
が
あ
り
、
そ
れ
が
人
の
手
に
よ
っ
て
滅
ぶ
稚
魚
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
適
す
る
と
い
う
解
釈
。 

イ 

ぐ
ら
ぐ
ら
と
揺
れ
う
ご
く
舟
は
不
安
定
で
あ
り
、
そ
れ
が
優
し
い
反
面
気
弱
で
あ
る
恵
一
の
母
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
適
す
る
と
い
う
解
釈
。 

ウ 

頼
り
に
な
る
は
ず
の
舟
は
案
外
危
な
っ
か
し
く
、
生
態
系
を
守
る
た
め
に
放
流
さ
れ
る
稚
魚
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
適
す
る
と
い
う
解
釈
。 

エ 

舟
を
頼
り
に
す
る
と
必
ず
危
険
に
さ
ら
さ
れ
、
そ
れ
が
い
ざ
と
い
う
時
に
頼
り
に
な
ら
な
い
母
の
イ
メ
ー
ジ
に
も
適
す
る
と
い
う
解
釈
。 
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問
四 

傍
線
部
③
「
初
め
て
虚
を
衝
か
れ
た
よ
う
な
顔
」
と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
恵
一
の
心
情
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
よ
。 

ア 
河
野
の
考
え
に
不
意
に
納
得
し
て
し
ま
い
悔
し
く
思
う
心
情
。 

 

イ 

河
野
の
意
見
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
焦
る
心
情
。 

ウ 

河
野
の
勢
い
に
押
さ
れ
て
弱
気
に
な
っ
て
し
ま
う
心
情
。 

 
 
 
 
 

エ 

河
野
か
ら
の
思
い
も
よ
ら
な
か
っ
た
指
摘
に
驚
く
心
情
。 

問
五 

傍
線
部
④
「
答
え
が
見
つ
か
り
か
け
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
た
」
と
あ
る
が
、
次
は
こ
れ
に
関
わ
る
航
太
の
解
釈
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。（ 

Ａ 

）

～
（ 

Ｃ 

）
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
次
の
条
件
に
従
い
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。
Ａ
に
は
四
字
を
、
Ｂ
に
は
登
場
人
物
の
名
前
を
抜

き
出
し
、
Ｃ
は
十
五
字
以
内
で
当
て
は
ま
る
内
容
を
記
述
せ
よ
。 

 

河
野
の
（ 

Ａ 

）
に
つ
い
て
の
発
言
か
ら
浮
か
ん
だ
解
釈
に
対
し
て
、
恵
一
が
（ 

Ｂ 

）
の
発
言
を
き
っ
か
け
に
述
べ
た
「
海
」
に
つ
い
て
の
発

言
が
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
。
そ
こ
か
ら
、
恵
一
に
と
っ
て
は
川
や
鮎
が
問
題
で
は
な
く
、
海
や
舟
が
苦
手
だ
か
ら
（ 

Ｃ 

）
と
い
う
気
持
ち
が
問
題
で

あ
る
と
い
う
解
釈
に
ま
と
ま
り
か
け
た
。 

 

問
六 

傍
線
部
⑤
「
て
に
を
は
の
選
び
方
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
章
の
（ 

ａ 

）
～
（ 

ｃ 

）
に
当
て
は
ま
る
語
句
を
、
字
数
条
件
に
注
意
し

て
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。 

 

「
『
舟
』
は
『
母
』
と
似
て
い
る
」
の
場
合
は
（ 

ａ
＝
一
字 

）
が
関
心
の
中
心
で
あ
る
。
「『
母
』
と
『
舟
』
は
似
て
い
る
」
の
場
合
は
（ 

ｂ
＝

七
字 

）
点
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。「『
母
』
は
『
舟
』
に
似
て
い
る
」
の
場
合
は
（
ｃ
＝
一
字 

）
が
関
心
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
。 
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問
七 

次
の
【
資
料
Ⅰ
】
は
辞
書
の
「
舟
」
の
項
目
、【
資
料
Ⅱ
】
は
俳
句
甲
子
園
全
国
大
会
に
お
け
る
最
優
秀
賞
句
と
そ
の
句
の
鑑
賞
文
で
あ
る
。
こ
れ

を
読
み
、
後
の
（
問
い
）
に
答
え
よ
。 

【
資
料
Ⅰ
】 

辞
書
の
「
舟
」
の
項
目 

舟 

六
画 

●
意
味 

 
 
 

① 
ふ
ね
。
ア
・
水
上
を
進
む
乗
り
物
。 

イ
・
液
体
を
入
れ
る
お
け
。「
湯
舟
」 

 
 

② 

周
り
を
取
り
巻
く
。
め
ぐ
ら
す
。 

●
な
り
た
ち 

ふ
ね
を
描
い
た
図
形
。
ふ
ね
はtio

g

（
シ
ウ
）
と
い
い
、
こ
の
記
号
で
再
現
さ
せ
た
。
ふ
ね
に
は
、
板
囲
い
す
る
と
い
う
構
造
か
ら
、
周
囲
を
取
り
巻
く
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
機
能
か
ら
、
一
方
か
ら
他
方
へ
渡
す
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。 

【 

出
典 
『
学
研 

学
習
用
例
漢
和
辞
典 

改
訂
第
二
版
』（
学
研
教
育
出
版
） 

※
問
題
作
成
の
都
合
上
、
一
部
改
変 

】 

 

【
資
料
Ⅱ
】 

俳
句
甲
子
園
全
国
大
会
に
お
け
る
最
優
秀
賞
句
と
鑑
賞
文 

 
 

 
 

滴
り
や
方
舟
に
似
て
あ
な
た
の
手 

 
 

興
南
高
校
二
年 

桃
原
康
平 

〔
鑑
賞
文
〕 

岩
か
ら
ポ
タ
ポ
タ
し
み
出
る
水
（
滴
り
）
に
差
し
出
さ
れ
た
「
あ
な
た
の
手
」。
方
舟

は
こ
ぶ
ね

に
似
た
「
あ
な
た
の
手
」
に
、
私
を
ど
こ
か
へ
連
れ
て
行
っ
て
く

れ
る
よ
う
な
期
待
の
反
面
、
不
安
も
感
じ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、「
あ
な
た
」
と
は
私
に
一
番
近
い
私
以
外
の
人
で
あ
り
、
じ
つ
は
遠
い
彼
方
の
こ
と
で
も

あ
る
か
ら
。「
方
舟
」
と
あ
る
が
、
宗
教
的
な
物
語
を
読
者
に
要
求
し
て
は
い
な
い
。
未
来
へ
の
期
待
と
不
安
の
拡
が
り
に
対
し
「
滴
り
」
は
現
実
を
刻

む
。
そ
の
拡
大
と
引
き
戻
し
が
、
静
か
だ
け
ど
沈
ま
な
い
。 

(

俳
人
・
鴇
田

と

き

た

智と
も

哉や) 

【 

『
第
二
十
一
回
俳
句
甲
子
園
公
式
作
品
集
』（
俳
句
甲
子
園
実
行
委
員
会
）
※
問
題
作
成
の
都
合
上
、
一
部
改
変 

】 
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（
問
い
）
本
文
と
【
資
料
Ⅰ
】・【
資
料
Ⅱ
】
を
読
ん
だ
生
徒
た
ち
が
、
そ
れ
ら
を
題
材
に
議
論
を
交
わ
し
た
。
本
文
と
【
資
料
Ⅰ
】・【
資
料
Ⅱ
】
の
内
容

の
理
解
と
し
て
、
適・

当・

で・

な・

い・

も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 
生
徒
Ａ
―
舟
と
い
う
字
の
な
り
た
ち
に
は
、
舟
の
機
能
か
ら
、
一
方
か
ら
他
方
へ
渡
す
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
み
た
い
。
興
南
高
校
も
過
去

に
俳
句
甲
子
園
に
参
加
し
て
、
全
国
大
会
で
最
優
秀
句
を
受
賞
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
ね
。
資
料
Ⅱ
に
書
い
て
あ
る
「
滴
り
や
方
舟
に
似
て
あ

な
た
の
手
」
が
そ
れ
だ
っ
た
。 

イ 

生
徒
Ｂ
―
資
料
Ⅱ
の
鑑
賞
文
に
「
私
を
ど
こ
か
へ
連
れ
て
行
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
期
待
」、「『
あ
な
た
』
と
は
私
に
一
番
近
い
私
以
外
の
人
で

あ
り
、
じ
つ
は
遠
い
彼
方
の
こ
と
で
も
あ
る
」
と
い
っ
た
言
葉
が
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
句
は
舟
の
機
能
か
ら
来
る
イ
メ
ー
ジ
と
関
わ
っ
て
い

る
と
も
読
め
る
ね
。 

ウ 

生
徒
Ｃ
―
も
う
少
し
舟
と
い
う
字
の
な
り
た
ち
に
目
を
向
け
る
と
、
周
囲
を
取
り
巻
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
あ
る
み
た
い
。
確
か
に
私
も
周
り

に
何
か
あ
る
と
安
心
す
る
。
本
文
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
た
け
ど
、
字
の
形
以
外
に
も
、
頼
も
し
さ
や
安
心
感
と
い
う
点
で
も
舟
と
母
は
似
通
っ

て
い
る
ん
だ
ろ
う
ね
。 

エ 

生
徒
Ｄ
―
で
も
、
恵
一
は
舟
を
安
心
で
き
る
も
の
じ
ゃ
な
い
と
捉
え
て
い
た
ね
。
そ
う
し
た
舟
の
安
心
で
き
な
い
点
を
母
に
重
ね
て
い
て
、
で

も
、
頼
り
な
い
母
だ
と
分
か
っ
て
い
て
も
頼
っ
て
し
ま
う
自
分
に
も
い
ら
だ
っ
て
い
た
。
そ
ん
な
不
安
定
な
自
分
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
を
意

図
し
て
舟
を
詠
ん
で
い
た
。 
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【
三
】
次
の
文
章
は
「
古
今
著
聞
集
」
の
抜
粋
で
あ
り
、
琵
琶
湖
で
催
さ
れ
た
月
見
の
宴
の
出
来
事
を
描
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
み
、
後
の
各
問
い

に
答
え
よ
。
ま
た
、
答
え
は
解
答
用
紙
に
楷
書
で
丁
寧
に
記
入
せ
よ
。
な
お
、
指
示
さ
れ
た
表
記
方
法
以
外
で
解
答
し
た
場
合
は
採
点
さ
れ
な
い
た

め
注
意
せ
よ
。 

 

＊
１

志
賀

し

が

の

僧
正

そ
う
じ
ょ
う

明
尊

め
い
そ
ん

、
も
と
よ
り＊

２

篳
篥

ひ
ち
り
き

を
憎
む
人
な
り
け
り
。
或あ

る
時
、
明
月
の
夜
、
湖
上

こ
し
ょ
う

に
三
船
を
浮
か
べ
て
、
管
弦
・
和
歌
・＊

３

頌
物

し
ょ
う
ぶ
つ

の
人
を
乗
せ
て
宴

遊
し
け
る
に
、＊

４

伶
人

れ
い
じ
ん

等
そ
の
舟
に
乗
ら
ん
と
す
る
時
い
は
く
、「
こ
の
僧
正
は
篳
篥
憎
み
給
ふ
人
な
り
。
し
か
あ
れ
ば①

用も
ち

枝え

は
乗
る
べ
か
ら
ず
。＊

５

事
に
が
り

な
ん
ず
」
と
て
、
乗
せ
ざ
り
け
れ
ば
、
用
枝
、「
さ
ら
ば＊

６

打
物
を
も
こ
そ

仕
つ
か
ま
つ

ら
め
」
と
て
、
し
ひ
て
乗
り
て
け
り
。 

ａ
や
う
や
う
深し

ん

更か
う

に
及
ぶ
ほ
ど
に
、
用
枝ｂ

ひ
そ
か
に
篳
篥
を
抜
き
い
だ
し
て
、
湖
水
に
浸
し
て
潤
し
け
り
。
人
々
見
て
「
篳
篥
か
」
と
問
ひ
け
れ
ば
、
「②

さ

に
は
あ
ら
ず
。
手
洗
ひ
な
り
」
と
答
へ
て
、
何
と
な
き
体
に
て
居
た
り
。
し
ば
ら
く
あ
り
て
、
つ
ひ
に
音ね

取と
り

い
だ
し
た
り
け
れ
ば
、
か
た
へ
の
楽
人
ど
も
、

「③

さ
れ
ば
こ
そ
い
ひ
つ
れ
。
よ
し
な
き
も
の
を
乗
せ
て
、
興
さ
め
な
ん
ず
」
と
、
色
を
失
ひ
て
嘆
き
あ
へ
る
ほ
ど
に
、
そ
の
曲ｃ

め
で
た
く
妙
に
し
て
し
み
た

り
。
聞
く
人
皆
涙
落
ち
ぬ
。
年
ご
ろ
こ
れ
を
い
と
は
る
る
僧
正
、
人
よ
り
こ
と
に
泣
き
て
い
は
れ
け
る
は
、
「＊

７

正

教

し
ょ
う
ぎ
ょ
う

に
、
篳
篥
は＊

８

迦
陵
頻

か
り
ょ
う
び
ん

の
声
を
学
ぶ
と

い
へ
る
こ
と
あ
り
。
こ
の
言
を
信
ぜ
ざ
り
け
る
、
口
惜
し
き
こ
と
な
り
。④

今
こ
そ
思
ひ
知
り
（ 

 
 

）。
今
夜
の＊

９

纏
頭

て
ん
ど
う

は
他
の
人
に
及
ぶ
べ
か
ら
ず
。
用
枝
一

人
に
あ
る
べ
し
」
と
ぞ
い
は
れ
け
る
。
こ
の
こ
と
を
後
々
ま
で
い
ひ
だ
し
て
、
泣
か
れ
け
る
と
ぞ
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【 

『
日
本
古
典
文
学
大
系 

８
４ 

古
今
著
聞
集
』（
岩
波
書
店
）
※
問
題
作
成
の
都
合
上
、
一
部
改
変 

】 
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【
語
注
】 

 

＊
１ 
志
賀
僧
正
明
尊
…
志
賀
寺
の
僧
正
。
「
僧
正
」
は
、
僧
侶
の
官
位
で
最
高
位
に
あ
た
る
。 

 

＊
２ 
篳
篥
…
雅
楽
の
管
楽
器
。
奈
良
時
代
に
中
国
か
ら
伝
来
し
た
縦
笛
の
一
種
。
音
は
強
く
、
哀
調
を
帯
び
る
。
ま
た
、
後
に
登
場
す
る
「
用
枝
」
は

篳
篥
の
名
手
。 

 

＊
３ 

頌
物
…
漢
詩
文
。 

 
 

＊
４ 

伶
人
…
楽
人
。
演
奏
家
。 

 

＊
５ 

事
に
が
り
な
ん
ず
…
き
っ
と
苦
々
し
く
な
ろ
う
。   

＊
６ 

打
物
を
～
仕
ら
め
…
打
楽
器
で
も
演
奏
致
し
ま
し
ょ
う
。 
 

＊
７ 

正
教
…
仏
の
教
え
。 

＊
８ 

迦
陵
頻
…
上
半
身
が
人
で
下
半
身
が
鳥
の
仏
教
の
想
像
上
生
物
の
名
。
極
楽
浄
土
に
い
る
と
い
わ
れ
、
顔
は
美
女
の
よ
う
で
、
そ
の
声
が
非
常
に

美
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、
仏
の
声
を
形
容
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
。 

＊
９ 

纏
頭
…
歌
舞
・
演
芸
な
ど
を
し
た
者
に
、
褒
美
と
し
て
衣
服
・
金
銭
な
ど
を
与
え
る
こ
と
。 

問
一 

二
重
傍
線
部
ａ
・
ｂ
・
ｃ
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
よ
。 

ａ 

「
や
う
や
う
」 

 

ア 

よ
う
や
く 

 
 
 
 

イ 

だ
ん
だ
ん 

 
 

ウ 

と
う
と
う 

 
 
 

エ 

ま
す
ま
す 

ｂ 

「
ひ
そ
か
に
」 

 

ア 

ゆ
っ
く
り
と 

 
 
 

イ 

こ
っ
そ
り
と 

 

ウ 

堂
々
と 

 
 
 
 

エ 

ひ
っ
そ
り
と 

ｃ 

「
め
で
た
く
」 

 

ア 

う
や
う
や
し
く
て 

 

イ 
堂
々
と
し
て 

 

ウ 

素
晴
ら
し
く
て 

 

エ 

喜
ば
し
く
て 

問
二 

傍
線
部
①
「
用
枝
は
乗
る
べ
か
ら
ず
」
に
つ
い
て
、
後
の
各
問
い
に
答
え
よ
。 

１ 

そ
の
理
由
を
示
し
た
一
文
と
し
て
最
も
適
当
な
箇
所
を
特
定
し
、
最
初
と
最
後
の
五
字
で
答
え
よ
。（
句
読
点
も
含
む
） 

２ 

こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
用
枝
は
ど
の
よ
う
な
行
動
に
で
た
か
。
そ
の
行
動
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え

よ
。 

ア 

伶
人
ら
の
言
う
こ
と
を
無
視
し
て
舟
に
乗
り
こ
ん
だ
。 

 

イ 

伶
人
ら
に
贈
り
物
を
し
て
機
嫌
を
と
り
舟
に
乗
せ
て
も
ら
っ
た
。 

ウ 

伶
人
ら
に
依
頼
し
て
ど
う
に
か
舟
に
乗
せ
て
も
ら
っ
た
。 

エ 

伶
人
ら
の
制
止
を
上
手
く
か
わ
し
て
何
と
か
舟
に
乗
り
こ
ん
だ
。 
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問
三 

傍
線
部
②
「
さ
に
は
あ
ら
ず
」
の
「
さ
」
は
何
を
指
す
か
、
ひ
ら
が
な
で

．
．
．
．
．
答
え
よ
。 

問
四 
傍
線
部
③
「
さ
れ
ば
こ
そ
～
興
さ
め
な
ん
ず
」
に
つ
い
て
、
後
の
各
問
い
に
答
え
よ
。 

１ 
「
よ
し
な
き
も
の
」
と
は
、「
と
ん
で
も
な
い
も
の
」
の
意
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
何
を
指
す
か
。
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。 

２ 

楽
人
た
ち
は
、
ど
の
よ
う
な
思
い
で
こ
の
発
言
を
し
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え

よ
。 

 
  

 

ア 

雅
楽
で
実
力
不
足
の
用
枝
が
舟
に
乗
る
こ
と
に
対
し
、
初
め
か
ら
気
に
食
わ
な
か
っ
た
楽
人
た
ち
は
宴
が
進
ん
で
も
苛
立
ち
が
収
ま
ら
ず
、
こ

の
場
を
楽
し
め
な
い
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
い
る
。 

 
  

 

イ 

楽
人
た
ち
は
、
用
枝
が
篳
篥
を
演
奏
す
る
こ
と
を
止
め
ら
れ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
勝
手
に
演
奏
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
、     

 
 

だ
ん
だ
ん
と
怒
り
が
増
し
て
き
て
い
る
。 

ウ 

楽
人
た
ち
は
篳
篥
の
演
奏
に
興
味
が
な
く
、
用
枝
が
演
奏
を
始
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
演
奏
を
聞
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

に
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
。 

 
  

 

エ 

用
枝
が
舟
に
乗
ろ
う
と
し
て
い
た
時
か
ら
反
対
し
て
い
た
楽
人
た
ち
は
、
用
枝
が
篳
篥
を
演
奏
す
る
こ
と
で
宴
の
場
が
し
ら
け
て
し
ま
う
こ

と
を
ひ
ど
く
心
配
し
て
い
る
。 

オ 

楽
人
た
ち
は
、
用
枝
が
篳
篥
を
演
奏
す
る
と
は
思
っ
て
お
ら
ず
、
宴
の
場
を
台
無
し
に
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
お
ろ
お
ろ
し
て
い
る
。 

問
五 

用
枝
の
演
奏
を
聞
い
た
人
々
の
様
子
と
し
て
当・

て・

は・

ま・

ら・

な・

い・

も
の
．
．
を
次
の
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ 

ア 

用
枝
の
演
奏
を
聞
い
た
人
は
、
皆
泣
い
て
い
た
。 

 
 
 

イ 

演
奏
を
聞
き
、
一
番
泣
い
て
い
た
の
は
僧
正
だ
っ
た
。 

ウ 

僧
正
は
、
用
枝
一
人
に
褒
美
を
あ
げ
る
こ
と
に
し
た
。 

 

エ 

演
奏
は
ま
る
で
迦
陵
頻
の
声
の
よ
う
な
音
色
で
あ
っ
た
。 

 
  

オ 

僧
正
は
用
枝
の
演
奏
を
今
ま
で
聞
か
な
か
っ
た
こ
と
を
悔
し
が
っ
て
い
た
。 



- 20 - 

 

問
六 

傍
線
部
④
「
今
こ
そ
思
ひ
知
り
（    

）」
の
空
欄
に
は
完
了
の
助
動
詞
「
ぬ
」
が
入
る
。
文
中
に
入
る
の
に
適
切
な
形
を
次
の
ア
～
カ
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。 

 
  

ア 
な
（
未
然
形
） 

 
 

イ 

に
（
連
用
形
） 

 
 

ウ 

ぬ
（
終
止
形
） 

エ 

ぬ
る
（
連
体
形
） 

 

オ 

ぬ
れ
（
已
然
形
）    

カ 

ね
（
命
令
形
） 

問
七 

「
古
今
著
聞
集
」
は
何
時
代
に
書
か
れ
た
も
の
か
。「
時
代
」
に
続
く
よ
う
に
、
漢
字
で
答
え
よ
。 

問
八 

本
文
の
主
題
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

自
分
の
芸
に
誇
り
を
も
ち
、
周
囲
に
何
と
言
わ
れ
て
も
そ
の
道
を
貫
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。 

イ 

音
楽
ほ
ど
人
々
の
心
を
打
つ
も
の
は
な
く
、
一
瞬
で
人
の
心
を
う
ご
か
す
力
を
持
っ
て
い
る
。 

ウ 

自
分
の
先
入
観
に
よ
り
好
き
嫌
い
を
決
め
て
し
ま
う
こ
と
は
、
後
々
後
悔
す
る
こ
と
に
な
る
。 

エ 

楽
器
の
演
奏
は
場
の
雰
囲
気
に
合
わ
せ
、
程
よ
い
頃
合
い
で
演
奏
を
始
め
る
の
が
最
も
よ
い
。 

 

※
問
題
は
以
上
。 
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