
2019KN1A-01-001

注　意　事　項

1 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけない。

2 この問題冊子は 29 ページである。  

 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁及び汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて

監督者に知らせること。

3 試験開始の合図前に，監督者の指示に従って，解答用紙の該当欄に以下の内容をそれぞれ正しく

記入し，マークすること。

・①氏名欄  

 氏名を記入すること。

・②受験番号，③生年月日，④受験地欄  

 受験番号，生年月日を記入し，さらにマーク欄に受験番号（数字），生年月日（年号・数字）， 

受験地をマークすること。

4 受験番号，生年月日，受験地が正しくマークされていない場合は，採点できないことがある。

5 解答は，解答用紙の解答欄にマークすること。例えば， 10 と表示のある解答番号に対して

2と解答する場合は，次の（例）のように解答番号 10の解答欄の 2にマークすること。

6 問題冊子の余白等は適宜利用してよいが，どのページも切り離してはいけない。

7 試験終了後，問題冊子は持ち帰ってよい。

（例） 解答
番号 解　　　答　　　欄

10 1　 2　 3　 4　 5

第 1 回

国　　　　　語令和元年度 （50分）
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次
の
問
1
〜
問
7
に
答
え
よ
。

問
1　

ア
、
イ
の
傍
線
部
に
当
た
る
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
用
い
る
も
の
を
、
次
の
各
群
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

1

・

2

。

ア　

水
は
植
物
に
と
っ
て
必
要
フ
カ
ケ
ツ
だ
。　
　

1　

完
全
ム
ケ
ツ
な
人
間
は
い
な
い
。

2　

反
対
多
数
で
ヒ
ケ
ツ
さ
れ
た
。

3　

当
然
の
キ
ケ
ツ
だ
。

4　

自
ら
ボ
ケ
ツ
を
掘
っ
た
。

5　

彼
は
天
下
の
ゴ
ウ
ケ
ツ
だ
。

イ　

部
屋
の
カ
ン
キ
が
必
要
だ
。　
　

1　

驚
き
の
カ
ン
セ
イ
が
あ
が
る
。

2　

カ
ン
レ
イ
前
線
が
通
過
す
る
。

3　

新
入
社
員
の
カ
ン
ゲ
イ
会
を
開
く
。

4　

試
験
カ
ン
ト
ク
を
す
る
。

5　

当
た
り
く
じ
を
景
品
と
コ
ウ
カ
ン
す
る
。

1

1

⎩―――⎨―――⎧

2

⎩―――⎨―――⎧
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問
2

　
傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

3

。

祖
父
の
愛
惜
し
て
い
た
万
年
筆
を
も
ら
う
。
　
　

1
　
あ
い
し
ゃ
く

2
　
あ
い
じ
ょ
う

3
　
あ
い
よ
う

4
　
あ
い
こ
う

5
　
あ
い
せ
き

問
3

　「
的
中
」の「
中
」と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

4

。

1
　
中
立

2
　
中
流

3
　
胸
中

4
　
命
中

5
　
連
中

⎩―――⎨―――⎧

国語
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問
4

　
次
の
傍
線
部
と
同
じ
意
味
で
あ
る
も
の
を
、
後
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

5

。

迷
子
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
ペ
ッ
ト
を
手
を
尽
く
し
て
探
す
。

1
　
二
手
に
分
か
れ
て
流
れ
て
い
く
川
。

2
　
働
き
手
が
足
り
な
い
。

3
　
劣
勢
を
挽
回
す
る
に
は
、
こ
れ
よ
り
他
に
手
が
な
い
。

4
　
平
仮
名
は
昔
、
女
手
と
も
言
わ
れ
た
。

5
　
鍋
の
取
っ
手
を
持
つ
。

問
5

　「
君
子
危
う
き
に
近
寄
ら
ず
」と
対
照
的
な
意
味
合
い
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

6

。

1
　
君
子
は

ひ
ょ
う

変へ
ん

す

2
　
虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば
虎
子
を
得
ず

3
　
羊
頭
を
懸
け
て
狗く

肉
を
売
る

4
　
二
兎と

を
追
う
者
は
一
兎
を
も
得
ず

5
　
鶏
口
と
な
る
も
牛
後
と
な
る
な
か
れ

国語
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問
6　

空
欄

Ａ

・

Ｂ

に
入
る
語
句
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

7

。

「
潜
在
」は「
表
面
に
あ
ら
わ
れ
ず
、
ひ
そ
み
か
く
れ
て
い
る
こ
と
」と
い
う
意
味
の
熟
語
で
あ
る
。「
潜
」が「
ひ
そ
み
、
か
く
れ
る
」と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
る
。
こ

れ
に
対
し
、「

Ａ

」と
い
う
意
味
の「

Ｂ

」を
用
い
た「

Ｂ

在
」が
そ
の
対
義
語
で
あ
る
。

1　

Ａ　

お
も
い
の
ま
ま
に
あ
ら
わ
れ
る　
　
　
　
　
　

Ｂ　

自

2　

Ａ　

そ
と
が
わ
に
あ
ら
わ
れ
る　
　
　
　
　
　
　
　

Ｂ　

外

3　

Ａ　

は
っ
き
り
と
お
も
て
に
あ
ら
わ
れ
る　
　
　
　

Ｂ　

顕

4　

Ａ　

あ
る
が
ま
ま
の
す
が
た
が
あ
ら
わ
れ
る　
　
　

Ｂ　

現

5　

Ａ　

あ
ち
こ
ち
に
ひ
ろ
が
っ
て
あ
ら
わ
れ
る　
　
　

Ｂ　

散

問
7　

傍
線
部
と
文
法
的
な
説
明
が
同
じ「
そ
う
だ
」を
含
む
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

8

。

も
う
す
ぐ
北
海
道
行
き
の
船
が
出
る
そ
う
だ
。　
　

1　

今
度
の
キ
ャ
ン
プ
は
楽
し
そ
う
だ
。

2　

サ
ー
カ
ス
が
街
に
来
る
そ
う
だ
。

3　

今
に
も
雨
が
降
り
そ
う
だ
。

4　

そ
う
だ
、
そ
れ
で
大
丈
夫
だ
。

5　

ラ
イ
オ
ン
が
今
に
も
吠
え
そ
う
だ
。

⎩―――⎨―――⎧

国語
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須
原
さ
ん
は
、
国
語
総
合
の
授
業
の「
地
域
に
残
る
伝
承
を
記
録
し
よ
う
」と
い
う
単
元
で
、
地
元
の
人
た
ち
に
話
を
聞
き
、
レ
ポ
ー
ト
に
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
須
原
さ

ん
が
地
域
の
人
た
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ【
聞
い
た
話
】と
、
そ
れ
を
も
と
に
書
い
た【
聞
き
取
り
メ
モ
】を
読
ん
で
、
問
1
〜
問
3
に
答
え
よ
。

【
聞
い
た
話
】

私
が
司
書
を
し
て
い
る
市
の
図
書
館
に
、『
落
合
の
伝
説
』と
い
う
本
が
あ
っ
て
ね
。
蛇
石
の
伝
承
が
載
っ
て
い
る
わ
よ
。
確
か
、
あ
る
武
士
が
村
を

苦
し
め
る
大
蛇
を
退
治
し
よ
う
と
し
た
ら
、
大
蛇
が
、
助
け
て
く
れ
た
ら
村
を
日
照
り
か
ら
守
る
と
言
っ
て
、
蛇
石
に
姿
を
変
え
た
っ
て
話
だ
っ
た
わ

よ
ね
。「
蛇
石
神
社
縁
起
」が
引
用
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
日
照
り
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
蛇
石
に
感
謝
し
て
毎
年
お
祭
り
が
開
催
さ
れ
る
と
書
い
て
あ
っ
た

わ
。
こ
の
地
で
は
本
当
に
日
照
り
が
起
き
て
い
な
い
の
よ
。（
図
書
館
司
書　

42
歳
）

私
は
こ
の
地
域
の
歴
史
を
研
究
し
て
い
る
も
の
だ
が
ね
、
源
某

な
に
が
し

と
い
う
武
士
の
大
蛇
退
治
は
平
安
の
終
わ
り
頃
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
文
献
に
出

て
く
る
の
は
江
戸
の
初
め
頃
な
ん
だ
。
た
だ
、
祭
り
や
神か

ぐ
ら楽

が
い
つ
頃
か
ら
始
ま
っ
た
の
か
は
わ
か
っ
て
い
な
い
。
蛇
石
神
社
の
社
史
を
み
て
も
そ
の

へ
ん
が
は
っ
き
り
し
な
い
ん
だ
よ
。
神
楽
は
市
の
重
要
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
ん
だ
が
、
も
っ
と
調
査
が
必
要
だ
ね
。
同
じ
Ｈ
市
の
早
川
地

区
に
も
同
じ
く
源
某
と
い
う
武
士
に
関
す
る
言
い
伝
え
が
あ
っ
て
ね
。
今
は
そ
れ
と
の
関
連
を
調
べ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ん
だ
。（
郷
土
史
家　

66
歳
）

今
年
は
僕
が
武
士
役
だ
っ
た
ん
だ
。
祭
り
は
七
月
中
旬
で
し
ょ
。
で
も
練
習
は
五
月
の
半
ば
か
ら
始
ま
る
ん
だ
。
週
に
三
回
、
夜
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

セ
ン
タ
ー
に
舞
手
の
十
二
人
が
集
ま
っ
て
練
習
す
る
ん
だ
け
ど
、
大
変
だ
っ
た
な
ぁ
。
本
番
は
緊
張
し
た
け
ど
、
大
蛇
に
刀
を
突
き
つ
け
る
シ
ー
ン

で
、
観
客
か
ら「
エ
イ
ヤ
」の
声
が
か
か
る
と
、
や
っ
ぱ
り
う
れ
し
か
っ
た
よ
。（
中
学
生　

14
歳
）

今
年
は
私
も
祭
り
に
駆
り
出
さ
れ
た
よ
。
も
う
若
者
っ
て
い
う
年
で
も
な
い
け
ど
ね
。
初
日
の
夜
、
か
が
り
火
が
た
か
れ
る
中
、
八
人
の
若
者
た
ち

が
沼
に
入
る
。
そ
ん
な
に
深
く
は
な
い
ん
だ
け
ど
、
そ
れ
で
も
腰
ま
で
つ
か
る
よ
。
そ
し
て
沼
の
主
に
感
謝
し
て
、
み
ん
な
で
沼
の
真
ん
中
に
あ
る
蛇

石
に
供
物
を
さ
さ
げ
る
ん
だ
。
身
が
引
き
締
ま
る
思
い
だ
っ
た
ね
。（
自
営
業　

38
歳
）

2

国語
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わ
し
は
毎
年
、
中
学
生
た
ち
に
神
楽
の
指
導
を
し
て
お
る
が
、
今
年
の
舞
手
は
な
か
な
か
よ
く
や
っ
て
く
れ
た
な
。
祭
り
の
二
日
目
は
天
気
も
よ
く

て
よ
か
っ
た
。
武
士
と
大
蛇
の
戦
い
の
場
面
は
何
度
見
て
も
い
い
の
ぉ
。
さ
す
が
に
蛇
石
祭
は
市
の
観
光
の
目
玉
だ
ね
。
毎
年
た
く
さ
ん
の
お
客
さ
ん

が
県
外
か
ら
も
来
て
く
れ
て
大
賑に

ぎ

わ
い
さ
。
や
っ
ぱ
り
、
あ
の
幻
想
的
な
風
景
が
い
い
ん
だ
よ
な
ぁ
。
な
ん
と
言
っ
て
も
県
の
指
定
文
化
財
な
の
だ
か

ら
、
未
来
に
伝
え
て
い
か
な
く
て
は
。
ま
だ
ま
だ
引
退
は
で
き
ん
な
ぁ
。（
無
職　

72
歳
）

神
社
の
隣
に
あ
る
沼
の
真
ん
中
に
蛇
の
頭
の
よ
う
な
石
が
出
て
い
る
の
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
あ
れ
が
蛇
石
で
す
よ
。
昔
父
か
ら
聞
い
た
の
は
ね
、

蛇
石
祭
は
、
こ
の
地
域
を
水
害
か
ら
守
っ
て
く
だ
さ
っ
て
い
る
蛇
石
様
に
感
謝
し
て
、
毎
年
七
月
に
二
日
間
、
蛇
石
神
社
で
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で

す
よ
。
今
年
は
十
四
日
の
土
曜
日
か
ら
の
二
日
間
で
し
た
ね
。（
無
職　

75
歳
）

国語
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〈概要に関すること〉

・蛇石のある沼のすぐ隣にほこらが建てられ、現在の蛇石神社となっている。

・ 私の住む、Ｈ市落合地区にはＡ蛇石と言われる岩があり、それにまつわる言い伝えや祭

りが残っている。

〈伝承に関すること〉

・ Ｂ平安時代の終わり頃、源某という武士がこの地を通りかかったときに、村人たちが沼

に住む大蛇に悩まされているという話を聞き、大蛇退治に向かった。果たして、沼の中

から大きな蛇が現れ、武士を飲み込もうとした。武士は持っていた刀を大蛇に突きつけ

た。大蛇はそこで、自分は沼の主だと語り、もし命を助けてくれたならば、この村を守

ろうと約束する。武士が承知すると、大蛇は蛇の形の石に姿を変え、以後、この地には

日照りが起きなくなった。（『落合の伝説』より）

〈祭りに関すること〉

・蛇石神社では、毎年、Ｃ 7月の中旬に蛇石祭を行う。

・ 祭りの起源には諸説あるが、「蛇石神社縁起」によれば、 Ｘ に感

謝し、行われるようになったという。

・ 祭りの見所は、初日の夜にかがり火をたいて、地域のＤ若者たちが一斉に沼に入り、蛇

石の上に供物を供える場面である。幻想的な風景に、毎年多くの観光客が見学に訪れ、

市の観光の目玉となっている。

〈神楽に関すること〉

・祭りの最終日には、武士と大蛇の戦いの場面を再現した神楽が奉納される。

・ 地区の中学生の中から武士役と大蛇役が選ばれ、 Ｙ か月間の練習に取り組んだ

後、蛇石神社の境内に作られた舞台で、総勢 Ｚ 人の中学生たちが舞を奉納する。

・ クライマックスは、武士が大蛇に刀を突き立てる場面で、見物客たちからも大きな「エ

イヤ」の掛け声がかかる。

・この神楽はＥ県の重要無形文化財に指定されている。

参考文献　相川哲夫『落合の伝説』（19△△年、郷土××社）

【
聞
き
取
り
メ
モ
】

国語
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問
1　
【
聞
き
取
り
メ
モ
】内
の〈
祭
り
に
関
す
る
こ
と
〉に
つ
い
て
の
記
述
の
空
欄

Ｘ

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

解
答
番
号
は

9

。

1　

こ
の
地
を
悩
ま
せ
た
大
蛇
を
貫
い
た
剣

2　

こ
の
地
を
悩
ま
せ
た
大
蛇
を
退
治
し
た
武
士

3　

こ
の
地
を
荒
ら
し
た
大
蛇
を
封
じ
て
い
る
沼
の
主

4　

こ
の
地
を
日
照
り
か
ら
守
っ
て
く
れ
る
蛇
石

5　

こ
の
地
を
水
害
か
ら
守
っ
て
く
れ
た
蛇
石

問
2　
【
聞
き
取
り
メ
モ
】内
の〈
神
楽
に
関
す
る
こ
と
〉に
つ
い
て
の
記
述
の
空
欄

Ｙ

・

Ｚ

に
入
る
数
字
の
組
合
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の

う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

10

。

1　

Ｙ
―
2　
　
　

Ｚ
―
12

2　

Ｙ
―
4　
　
　

Ｚ
―
10

3　

Ｙ
―
3　
　
　

Ｚ
―
2

4　

Ｙ
―
2　
　
　

Ｚ
―
8

5　

Ｙ
―
3　
　
　

Ｚ
―
6

国語
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問
3　

須
原
さ
ん
は【
聞
き
取
り
メ
モ
】と【
聞
い
た
話
】の
内
容
の
一
部
に
一
致
し
な
い
点
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
こ
の
点
を
メ
モ
に
反
映
さ
せ
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い

か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

11

。

1　

下
線
部
Ａ
に
関
し
て
、
蛇
石
の
あ
る
場
所
が
聞
く
人
に
よ
っ
て
微
妙
に
食
い
違
っ
て
い
た
た
め
、
現
地
で
も
う
一
度
確
認
し
、【
聞
き
取
り
メ
モ
】を
書
き
直
す
。

2　

下
線
部
Ｂ
に
関
し
て
、
起
源
に
つ
い
て
は
伝
承
が
平
安
末
期
と
い
う
説
と
江
戸
時
代
と
い
う
説
が
あ
る
た
め
、【
聞
き
取
り
メ
モ
】に
は「
平
安
時
代
の
終
わ
り
頃（
一

説
に
江
戸
時
代
）」と
二
つ
の
説
を
入
れ
る
。

3　

下
線
部
Ｃ
に
関
し
て
、
祭
り
の
開
催
時
期
に
つ
い
て
は
証
言
に
言
い
回
し
の
違
い
が
あ
る
た
め
、
わ
か
り
や
す
く
七
月
十
四
日
か
ら
の
二
日
間
と【
聞
き
取
り
メ
モ
】

を
書
き
直
す
。

4　

下
線
部
Ｄ
に
関
し
て
、
蛇
石
に
供
物
を
供
え
る
の
は
、
中
学
生
た
ち
で
あ
る
と
の
証
言
も
あ
っ
た
た
め
、「
若
者
た
ち
」を「
若
者
た
ち（
中
学
生
）」と【
聞
き
取
り
メ

モ
】を
書
き
直
す
。

5　

下
線
部
Ｅ
に
関
し
て
、
神
楽
の
文
化
財
指
定
に
つ
い
て
は
、
市
の
重
要
無
形
文
化
財
と
言
う
人
と
県
の
指
定
文
化
財
と
言
う
人
が
い
た
た
め
、
き
ち
ん
と
確
か
め
た

上
で【
聞
き
取
り
メ
モ
】を
書
き
直
す
。
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第
一
高
校
で
は
例
年
生
徒
会
主
催
行
事（
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
、
文
化
祭
、
体
育
祭
）を
実
施
し
て
い
る
。
し
か
し
来
年
七
月
か
ら
三
月
に
か
け
て
、
校
舎
の
大
規
模
な
改
修
工
事

が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
工
事
期
間
中
は
校
舎
と
校
庭
の
利
用
が
制
限
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
生
徒
会
主
催
行
事
を
一
つ
だ
け
選
び
、
工
事
が
始
ま
る
前
に
実
施
す
る
こ
と
に
な
っ

た
。
第
一
高
校
新
聞
部
で
は
こ
の
件
に
つ
い
て
特
集
記
事
を
組
む
こ
と
に
な
り
、「
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
希
望
」「
文
化
祭
希
望
」「
体
育
祭
希
望
」そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
、
意
見
を
寄

稿
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。

「
文
化
祭
希
望
」の
立
場
か
ら
新
聞
に
寄
稿
す
る
こ
と
に
な
っ
た
河
野
さ
ん
は
、
次
の【
手
順
】を
経
て
、【
意
見
文
の
下
書
き
】を
書
い
た
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
問
1
、
問
2
に

答
え
よ
。

【
手
順
】

ⅰ
　
文
化
祭
を
や
り
た
い
と
思
う
理
由
を
付
箋
に
書
く
。

ⅱ
　
付
箋
を
、
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
わ
け
て
模
造
紙
に
貼
る
。

【
意
見
文
の
下
書
き
】
1
〜
6
は
形
式
段
落
の
番
号
を
表
す
。

1
　
来
年
に
行
う
生
徒
会
主
催
行
事
は
、
文
化
祭
が
い
い
。
そ
う
考
え
る
理
由
は
三
つ
あ
る
。

2 

　
第
一
に
、
文
化
祭
を
通
し
て
、
た
く
さ
ん
の
思
い
出
づ
く
り
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
や
体
育
祭
で
も
思
い
出
づ
く
り
は
で
き

る
。
し
か
し
、
文
化
祭
で
は
ク
ラ
ス
や
部
活
動
ご
と
に
、
研
究
展
示
、
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
、
模
擬
店
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
い
っ
た
様
々
な
催
し
が
あ
り
、
生
徒
一
人

一
人
が
い
く
つ
も
の
企
画
に
関
わ
る
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
企
画
ご
と
に
思
い
出
が
で
き
る
。
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
や
体
育
祭
と
は
違
い
、
文
化
祭
で
は
、
多
彩
な
思
い
出

づ
く
り
が
で
き
る
の
だ
と
考
え
る
。

3 

　
第
二
に
、
文
化
祭
を
運
営
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
の
継
承
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
新
聞
部
が
発
行
し
た
校
内
新
聞
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
た
が
、
文
化
祭
が
一
年
間
中
断
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
文
化
祭
の
運
営
・
参
加
に
関
す
る
ノ
ウ
ハ
ウ
の
引
継
ぎ
が
一
年
途
切
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
文
化
祭
は
、
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
や
体
育
祭
と
比
べ
る

と
、
運
営
・
参
加
に
関
わ
る
生
徒
の
人
数
は
圧
倒
的
に
多
い
。
そ
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
文
化
祭
の
運
営
・
参
加
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
継
承
し
て
い
く
た
め
に
も
、
実
施
す

べ
き
は
文
化
祭
で
あ
る
と
考
え
る
。

3
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4 　

第
三
に
、
第
一
高
校
を
地
域
に
知
っ
て
も
ら
う
機
会
を
確
保
し
た
い
と
い
う
こ
と
だ
。
第
一
高
校
で
は
、
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
や
体
育
祭
は
非
公
開
で
あ
る
が
、
文
化

祭
は
地
域
の
人
々
に
公
開
さ
れ
る
。
私
た
ち
の
保
護
者
や
友
達
だ
け
で
な
く
、
地
域
の
住
民
の
方
を
は
じ
め
、
第
一
高
校
に
関
心
が
あ
る
す
べ
て
の
人
に
、
私
た
ち
の

活
動
を
み
て
い
た
だ
く
こ
と
が
で
き
る
機
会
と
な
る
。
私
た
ち
の
学
校
の
こ
と
を
広
く
知
っ
て
い
た
だ
く
機
会
は
、
ぜ
ひ
と
も
確
保
し
て
お
き
た
い
。

5　

た
し
か
に
、
文
化
祭
は
、
合
唱
コ
ン
ク
ー
ル
や
体
育
祭
と
比
べ
る
と
、
運
営
の
た
め
の
費
用
が
桁
違
い
に
か
か
る
。

6　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
私
た
ち
は
、
来
年
の
七
月
に
実
施
す
る
生
徒
会
主
催
行
事
は
文
化
祭
が
い
い
と
考
え
て
い
る
。

問
1　

次
に
あ
げ
る【
Ⅰ
】は
、【
手
順
】ⅰ
で
河
野
さ
ん
が
書
い
た
付
箋
で
あ
る
。
河
野
さ
ん
は
、
こ
の【
Ⅰ
】の
付
箋
を【
手
順
】ⅱ
で
、【
Ⅱ
】の
よ
う
に
整
理
・
分
類
し
た
。
河
野

さ
ん
は【
Ⅱ
】の
Ａ
〜
Ｃ
に
残
り
の
付
箋【
ア
】〜【
ウ
】を
ど
の
よ
う
に
分
類
し
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の
1
〜
5
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

12

。
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【
Ⅰ
】

【
Ⅱ
】1　

Ａ
―
ア　
　
　

Ｂ
―
イ　
　
　

Ｃ
―
ウ

2　

Ａ
―
イ　
　
　

Ｂ
―
ア　
　
　

Ｃ
―
ウ

3　

Ａ
―
イ　
　
　

Ｂ
―
ウ　
　
　

Ｃ
―
ア

4　

Ａ
―
ウ　
　
　

Ｂ
―
ア　
　
　

Ｃ
―
イ

5　

Ａ
―
ウ　
　
　

Ｂ
―
イ　
　
　

Ｃ
―
ア

人員配置や予
算請求の仕方
が伝わらない

お化け屋敷を
やりたい

家族を呼びた
い

ダンス部のダ
ンスを見たい

文化祭の企画
の段取りを
知っている人
がいなくなる

演劇をやりた
い 地域の人たち

を文化祭に招
く

他校の友達に
来てほしい

ドーナツ屋さ
ん アイスクリー

ム屋

ダンス部のダ
ンスを見たい

アイスクリー
ム屋

お化け屋敷を
やりたい

ドーナツ屋さ
ん

Ａ

人員配置や予
算請求の仕方
が伝わらない

Ｃ

他校の友達に
来てほしい

家族を呼びた
い Ｂ

【
ア
】

地域の人たち
を文化祭に招
く

【
イ
】

演劇をやりた
い

【
ウ
】

文化祭の企画
の段取りを
知っている人
がいなくなる
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問
2

　
河
野
さ
ん
が
書
い
た【
意
見
文
の
下
書
き
】の
中
に
は
説
明
が
不
足
し
て
い
る
部
分
が
あ
る
。
論
旨
を
明
快
に
す
る
た
め
に
は
、
ど
こ
に
、
ど
の
よ
う
な
内
容
を
入
れ
た
ら

よ
い
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

13

。

1
　
1
の
冒
頭
に
、
友
達
か
ら
聞
き
取
っ
て
ま
と
め
た
文
化
祭
に
関
す
る
思
い
出
を
入
れ
る
。

2
　
3
で
述
べ
て
い
た
校
内
新
聞
の
記
事
を
参
考
資
料
と
し
て
6
の
文
の
後
に
入
れ
る
。

3
　
5
の
文
の
後
に
、
費
用
が
か
か
っ
て
も
や
は
り
文
化
祭
を
実
施
し
た
い
と
考
え
る
理
由
を
入
れ
る
。

4
　
6
の
文
の
後
に
、
行
事
の
運
営
・
参
加
の
引
継
ぎ
が
な
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
生
じ
る
問
題
点
を
具
体
的
に
あ
げ
る
。

5
　
6
の
文
の
後
に
、
文
化
祭
を
や
り
た
い
と
考
え
る
三
つ
の
理
由
を
も
う
一
度
ま
と
め
て
入
れ
る
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
1
〜
問
6
に
答
え
よ
。

長ち
ょ
う

次じ

郎ろ
う

の「
楽ら

く

茶ぢ
ゃ

碗わ
ん

」に
出
会
っ
た
の
は
京
都
の
楽ら

く

美
術
館
で
あ
る
。
そ
の
衝
撃
は
今
で
も
く
っ
き
り
と
脳
裏
に
刻
ま
れ
て
い
る
。
黒
く
て
丸
み
を
帯
び
た
茶
碗
の
魅
力
に
吸

い
寄
せ
ら
れ
、
展
示
台
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
が
鼻
息
で
曇
る
ほ
ど
見
つ
め
て
し
ま
っ
た
。
ま
る
で
全
て
の
意
味
や
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
い
込
ん
で
黙
す
る
か
の
よ
う
な
無
光
沢
の
か
た

ま
り
。
膨
張
・
拡
大
す
る
の
が
宇
宙
な
ら
、
同
じ
宇
宙
を
凝
縮
へ
と
向
か
わ
せ
る
と
、
こ
ん
な
風
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
形
は
簡
潔
だ
が
、
こ
れ
は「
シ
ン
プ
ル
」と
は
呼
べ
な

い
。
合
理
性
で
は
到
達
で
き
な
い
、
別
の
美
意
識
が
そ
こ
に
息
づ
い
て
い
る
。

シ
ン
プ
ル
と
い
う
概
念
は
、
権
力
と
深
く
結
び
つ
い
た
複
雑
な
紋
様
を
近
代
の
合
理
性
が
超
克
し
て
い
く
中
に
生
ま
れ
て
き
た
と
い
う
経
緯
を
前
節
で
述
べ
た
。
し
か
し
な
が

ら
、
日
本
文
化
の
美
意
識
の
真
ん
中
あ
た
り
に
あ
る「
簡
素
さ
」は
、
シ
ン
プ
ル
と
同
じ
道
筋
を
た
ど
っ
て
生
ま
れ
て
き
た
も
の
で
は
な
い
。
シ
ン
プ
ル
の
誕
生
は
百
五
十
年
ほ
ど

前
で
あ
る
と
述
べ
た
が
、
日
本
の
歴
史
を
振
り
返
る
と
、
そ
の
さ
ら
に
数
百
年
前
に
、「
シ
ン
プ
ル
」と
呼
び
た
く
な
る
、
簡
潔
に
極
ま
っ
た
造
形
が
随
所
に
発
見
で
き
る
。
そ
の

典
型
が
こ
の
長
次
郎
の
楽
茶
碗
で
あ
り
、
ま
た
、
今
日
の
和
室
の
源
流
と
い
わ
れ
て
い
る
、
京
都
慈じ

照し
ょ
う

寺
に
残
さ
れ
て
い
る
足あ

し

利か
が

義よ
し

政ま
さ

の
書
院「
同ど

う

仁じ
ん

斎さ
い

」で
あ
る
。
そ
れ
ら

は
、
複
雑
さ
と
対た

い

峙じ

す
る
簡
潔
さ
の
中
に
力
を
た
た
え
て
い
る
が
、
シ
ン
プ
ル
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
あ
え
て
言
う
な
ら「
エ
ン
プ
テ
ィ
」つ
ま
り
空
っ
ぽ
な
の
で
あ

る
。
そ
の
簡
潔
さ
は
か
た
ち
の
合
理
性
を
探
求
し
た
成
果
で
も
な
け
れ
ば
偶
然
の
産
物
で
も
な
い
。「
何
も
な
い
」と
い
う
こ
と
が
意
識
化
さ
れ
、
意
図
さ
れ
て
い
る
。
空
っ
ぽ
の

器
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
の
関
心
を
引
き
込
ん
で
し
ま
う
求
心
力
と
し
て「
エ
ン
プ
テ
ィ
ネ
ス
」は
体
得
さ
れ
、
運
用
さ
れ
て
い
た
の
だ
。

日
本
の
美
意
識
は
資
源
で
あ
り
、
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
べ
き
だ
と
す
る
と
、
そ
の
一
端
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
生
ま
れ
て
き
た
の
か
を
理
解
し
て
い
く
こ
と
は
重
要
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
少
し
、
自
分
の
体
験
を
ふ
ま
え
つ
つ「
エ
ン
プ
テ
ィ
ネ
ス
」誕
生
の
周
辺
に
つ
い
て
話
し
て
み
よ
う
と
思
う
。

楽
茶
碗
と
出
会
っ
た
の
は
、
京
都
の
茶
室
で
広
告
の
撮
影
を
し
て
い
た
時
だ
っ
た
。
慈
照
寺
東と
う

求ぐ

堂ど
う「

同
仁
斎
」、
大だ

い

徳と
く

寺じ

玉ぎ
ょ
く

林り
ん

院い
ん「

蓑さ

庵あ
ん

」、
武む

者し
ゃ

小こ
う

路じ

千せ
ん

家け「
官か

ん

休き
ゅ
う

庵あ
ん

」な

ど
、
国
宝
重
文
級
の
茶
室
で
ロ
ケ
を
行
っ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
空
間
に
直じ

か

に
身
を
置
く
こ
と
で
、
そ
こ
で
運
用
さ
れ
て
い
る
美
意
識
が
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
と
し
て
の
現
在
の
自
分
の

感
覚
と
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で
あ
る
。
特
に
、
足
利
義
政
が
そ
の
晩
年
を
過
ご
し
た
京
都
・
東
山
の
慈
照
寺
、
通
称
銀
閣
寺
東
求
堂
の
書
院「
同
仁
斎
」で
、

僕
は
大
き
な
覚
醒
と
手
応
え
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。

足
利
義
政
が
東
山
で
隠
居
生
活
を
始
め
た
の
は
室
町
末
期
、
十
五
世
紀
の
末
で
あ
る
か
ら
、
今
か
ら
五
百
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
東
山
文
化
を
茶
の
湯
を
通
し
て

4

Ａ
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洗
練
さ
せ
て
い
っ
た
千せ

ん
の

利り

休き
ゅ
う

が
活
躍
し
た
桃
山
時
代
は
十
六
世
紀
の
後
半
で
、
こ
れ
は
バ
ウ
ハ
ウ
ス
の
誕
生
よ
り
三
百
年
以
上
も
前
の
こ
と
で
あ
る
。

簡
素
を
旨
と
す
る
美
意
識
の
系
譜
は
世
界
で
も
珍
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
世
界
は
力
の
表
象
の
せ
め
ぎ
合
い
で
複
雑
さ
に
輝
い
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
複
雑
さ
を
脱
し
て
、
簡
素

さ
へ
と
意
識
を
移
し
て
い
く
背
景
に
は
相
応
の
理
由
が
あ
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
理
由
は
お
そ
ら
く
は
応
仁
の
乱
と
い
う
大
き
な
文
化
財
の
焼
失
が
京
都
を
襲
っ
た
こ
と
に
起
因
す

る
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

足
利
義
政
は
室
町
幕
府
八
代
目
の
将
軍
で
あ
る
が
、
そ
の
政
治
力
の
欠
如
、
治
世
へ
の
情
熱
の
希
薄
さ
は
様
々
な
文
献
で
語
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
普
請
好
き
美
術
好
き

で
、
世
が
傾
く
ほ
ど
に
美
に
耽た

ん

溺で
き

し
た
と
い
う
。
も
し
も
こ
の
人
が
、
精
力
的
に
世
を
治
め
、
後
継
問
題
も
き
ち
ん
と
差
配
し
て
家
族
を
ま
と
め
て
い
れ
ば
世
は
乱
れ
ず
、
応
仁

の
乱
も
起
き
ず
に
す
ん
だ
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
不
思
議
な
も
の
で
、
将
軍
義
政
の
ふ
が
い
な
い
政
治
力
か
ら
、
世
が
紛
糾
し
大
き
な
戦
争
が
引
き
起
こ
さ
れ
た
こ
と

で
、
日
本
の
文
化
は
ひ
と
皮
む
け
て
、
独
創
性
へ
と
歩
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。

応
仁
の
乱
の
経
緯
に
つ
い
て
こ
こ
で
語
る
の
は
控
え
る
が
、
室
町
幕
府
と
い
う
力
の
弱
体
化
を
象
徴
す
る
想
像
を
超
え
た
大
き
な
戦
争
で
あ
っ
た
。
約
十
年
間
を
通
し
て
、
歴

史
の
超
過
密
集
積
地
で
あ
っ
た
京
都
を
襲
っ
た
戦
乱
の
炎
は
、
壊
滅
的
な
文
化
的
損
傷
を
当
時
の
日
本
に
与
え
た
の
で
あ
る
。

第
二
次
大
戦
の
戦
火
を
逃
れ
た
京
都
で
あ
る
か
ら
、
年
配
の
京
都
人
が「
先
の
戦
争
で
」と
い
う
と
応
仁
の
乱
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
わ
れ
る
と
戦
争
も
雅み

や
び

に
聞
こ
え
る
か

ら
不
思
議
で
あ
る
が
、
戦
争
は
戦
争
。
破
壊
の
本
質
は
変
わ
ら
な
い
。
Ｂ
29
の
焼し

ょ
う

夷い

弾だ
ん

で
焼
き
尽
く
さ
れ
た
東
京
と
同
じ
く
、
室
町
末
期
の
京
都
も
、
十
年
を
超
え
る
戦
乱
に

よ
っ
て
、
そ
の
大
半
を
焼
失
し
た
。
焼
夷
弾
と
違
う
の
は
、
破
壊
や
略
奪
な
ど
の
人
災
が
そ
れ
に
輪
を
か
け
た
こ
と
だ
。
皇
居
や
将
軍
・
貴
族
の
邸
宅
に
ま
で
破
壊
・
略
奪
は
及

ん
だ
と
い
う
。
伽が

藍ら
ん

も
仏
像
も
、
建
築
も
庭
も
、
絵
巻
や
書
物
、
着
物
や
織
物
に
至
る
ま
で
、
破
壊
さ
れ
う
る
夥

お
び
た
だ

し
い
文
化
財
が
こ
の
際
に
失
わ
れ
た
。
蓄
積
さ
れ
て
き
た
日

本
文
化
が
一
度
完
全
に
リ
セ
ッ
ト
さ
れ
る
ほ
ど
の
ダ
メ
ー
ジ
が
そ
こ
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。

義
政
は
、
数
百
メ
ー
ト
ル
先
に
戦
乱
が
迫
っ
て
い
て
も
、
な
お
書
画
に
う
つ
つ
を
抜
か
し
て
い
た
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
、
ア
ン
バ
ラ
ン
ス
に
美
に
耽
溺
し
た
人
で
あ
っ
た
よ
う

だ
が
、
逆
に
そ
れ
だ
け
に
、
戦
乱
に
よ
っ
て
失
わ
れ
た
文
化
財
の
巨
大
さ
を
、
人
一
倍
認
識
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
古
美
術
商
が
見
た
ら
腰
を
抜
か
す
ほ
ど
の
、
超
ド
級
の
喪
失

を
経
て
戦
争
は
終
わ
る
。
義
政
は
結
局
、
息
子
に
家
督
を
譲
っ
て
東
山
に
隠い

ん
と
ん

す
る
が
、
そ
う
な
っ
て
も
ま
だ
、
普
請
道
楽
や
芸
術
へ
の
耽
溺
は
止
ま
ら
ず
、
現
在
の
慈
照
寺
の

あ
る
場
所
に
、
趣
向
を
凝
ら
し
た
東
山
御
殿
を
築
く
の
で
あ
る
。
そ
し
て
皮
肉
な
こ
と
に
、
こ
こ
に
全
く
新
し
い
日
本
の
感
受
性
が
開
花
し
て
い
く
の
だ
。

足
利
義
政
が
東
山
に
築
い
た
東
山
御
殿
は
、
い
わ
ば
、
義
政
が
練
り
に
練
っ
た
美
意
識
の
集
大
成
で
あ
っ
た
。
応
仁
の
乱
の
直
後
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
予
算
的
に
は
さ
ぞ
や

逼ひ
っ

迫ぱ
く

し
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
想
像
さ
れ
る
が
、
義
政
と
は
そ
う
い
う
こ
と
を
理
由
に
何
か
を
倹
約
す
る
よ
う
な
人
で
は
な
い
。
世
や
民
の
こ
と
は
さ
て
お
き
、
あ
り
得
る
だ
け
の

予
算
を
投
入
し
て
、
自
分
の
晩
年
の
居
場
所
を
構
築
し
た
の
で
あ
る
。

（
注
1
）

（
注
2
）

Ｂ

Ｃ
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し
か
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
現
れ
た
表
現
は
決
し
て
豪ご

う

奢し
ゃ

な
も
の
で
は
な
く
、
簡
潔
・
質
素
を
た
た
え
る
美
で
あ
っ
た
。
敷
き
詰
め
ら
れ
た
四
畳
半
の
畳
。
外
光
を
な
め
ら
か
な

間
接
光
へ
と
濾ろ

過か

す
る
障
子
。
た
お
や
か
な
紙
の
張
り
を
た
た
え
る
襖ふ

す
ま

。
書
き
物
を
す
る
帖
台
と
飾
り
棚
が
一
面
に
ぴ
し
り
と
端
正
に
収
ま
り
、
帖
台
の
正
面
の
障
子
を
開
け

る
と
、
庭
の
光
景
が
掛
け
軸
の
よ
う
な
プ
ロ
ポ
ー
シ
ョ
ン
で
切
り
取
ら
れ
て
眼
前
に
現
れ
る
。
ま
る
で
数
学
の
定
理
の
よ
う
に
美
し
い
。
義
政
は
つ
つ
ま
し
く
謹
慎
す
る
た
め
に

こ
の
よ
う
な
表
現
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
権
力
の
頂
点
で
美
を
探
求
し
、
さ
ら
に
応
仁
の
乱
の
壮
絶
な
喪
失
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
新
し
い
感
性
の
よ
り

ど
こ
ろ
を
摑つ

か

ん
だ
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
ま
で
の
日
本
の
美
術
・
調
度
は
決
し
て
簡
素
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
の
端
に
位
置
す
る
日
本
は
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
影
響
を
受
け
と
め

て
き
た
。
世
界
の
末
端
で
、
各
地
の
強
大
な
力
が
生
み
出
す
絢け

ん

爛ら
ん

た
る
表
象
物
の
伝
来
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
、「
唐
物
」と
呼
ば
れ
る
渡
来
品
に
魅
了
さ
れ
な
が
ら
、
日
本
は
案
外

と
絢
爛
豪
華
な
文
化
の
様
相
を
呈
し
て
き
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
仏
教
の
伝
来
や
そ
れ
に
起
因
す
る
仏
教
文
化
の
隆
盛
、
大
仏
の
開か

い

眼げ
ん

法ほ
う

会え

に
象
徴
さ
れ
る
壮
麗
華
美
な
文
化
イ

ベ
ン
ト
な
ど
は
そ
の
象
徴
だ
ろ
う
。
渡
来
も
の
の
装
飾
の
精せ

い

緻ち

さ
や
珍
し
さ
を
尊
び
、
そ
こ
か
ら
多
く
を
学
び
吸
収
し
て
日
本
文
化
は
織
り
上
げ
ら
れ
て
き
て
い
た
は
ず
だ
。

そ
れ
ら
の
文
物
を
集
積
し
て
き
た
メ
ト
ロ
ポ
リ
ス
京
都
の
焼
失
を
目
の
当
た
り
に
し
た
人
々
の
胸
に
、
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
渦
巻
き
、
ど
の
よ
う
な
達
観
が
生
成
し
た
か

は
今
日
知
る
よ
し
も
な
い
。
し
か
し
お
そ
ら
く
は
、
華
美
な
装
飾
の
デ
ィ
テ
イ
ル
を
な
ぞ
り
直
し
復
元
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
究
極
の
プ
レ
ー
ン
、
零
度
の
極
ま
り
を
も
っ

て
絢
爛
さ
に
拮き

っ

抗こ
う

す
る
全
く
新
し
い
美
意
識
の
高
ま
り
が
そ
こ
に
生
ま
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
。
渡
来
の
豪
華
さ
の
対
極
に
、
冷
え
枯
れ
た
素
の
極
点
を
拮
抗
さ
せ
て
み
る
こ

と
で
、
こ
れ
ま
で
に
な
い
感
覚
の
高
揚
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
ん
な
風
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

な
に
も
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち「
エ
ン
プ
テ
ィ
ネ
ス
」の
運
用
が
こ
う
し
て
始
ま
る
。
そ
う
い
う
美
学
上
の
止
揚
あ
る
い
は
革
命
が
、
応
仁
の
乱
を
経
た
日
本
の
感
覚
世
界
に
沸

き
起
こ
っ
た
の
で
あ
る
。

茶
を
喫
す
る
習
慣
は
世
界
中
に
あ
る
。
温
か
く
香
り
の
良
い
茶
を
飲
む
と
い
う
行
為
や
時
間
の
持
ち
方
は
、
普
遍
的
な
生
の
喜
び
に
通
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
の「
茶
を
供

し
、
喫
す
る
」と
い
う
普
遍
を
介
し
て
、
多
様
な
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
交
感
を
は
か
る
の
が
室
町
後
期
に
そ
の
源
流
を
持
つ「
茶
の
湯
」で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、

茶
を
飲
む
と
い
う
の
は
ひ
と
つ
の
口
実
あ
る
い
は
契
機
に
す
ぎ
な
い
。
空
っ
ぽ
の
茶
室
を
人
の
感
情
や
イ
メ
ー
ジ
を
盛
り
込
む
こ
と
の
で
き
る「
エ
ン
プ
テ
ィ
ネ
ス
」と
し
て
運
用

し
、
茶
を
楽
し
む
た
め
の
最
小
限
の
し
つ
ら
い
で
豊
か
な
想
像
力
を
喚
起
し
て
い
く
。
水
盤
に
水
を
張
り
、
桜
の
花
弁
を
そ
の
上
に
散
ら
し
浮
か
べ
た
し
つ
ら
い
を
通
し
て
、 

亭
主
と
客
が
あ
た
か
も
満
開
の
桜
の
木
の
下
に
座
っ
て
い
る
よ
う
な
幻
想
を
共
有
す
る
、
あ
る
い
は
供
さ
れ
る
水
菓
子
の
風
情
に
夏
の
情
感
を
託
し
、
涼
を
分
か
ち
合
う
イ
メ
ー

ジ
の
交
感
な
ど
に
こ
そ
、
茶
の
湯
の
醍だ

い

醐ご

味み

が
あ
る
。
そ
こ
に
起
動
し
て
い
る
の
は
イ
メ
ー
ジ
の
再
現
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
抑
制
や
不
在
性
に
よ
っ
て
受
け
手
に
積
極
的
な

イ
メ
ー
ジ
の
補
完
を
う
な
が
す「
見
立
て
」の
創
造
力
で
あ
る
。

エ
ン
プ
テ
ィ
ネ
ス
の
視
点
に
立
つ
な
ら「
裸
の
王
様
」の
寓ぐ
う

話わ

は
逆
の
意
味
に
読
み
か
え
ら
れ
る
。
子
供
の
目
に
は
裸
に
見
え
る
王
に
着
衣
を
見
立
て
て
い
く
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ

（
注
3
）

（
注
4
）

（
注
5
）
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ン
こ
そ
、
茶
の
湯
に
と
っ
て
の
創
造
だ
か
ら
で
あ
る
。
裸
の
王
様
は
確
信
に
満
ち
て「
エ
ン
プ
テ
ィ
」を
ま
と
っ
て
い
る
。
何
も
な
い
か
ら
あ
ら
ゆ
る
見
立
て
を
受
け
入
れ
る
こ
と

が
で
き
る
の
だ
。

空
間
に
ぽ
つ
り
と
余
白
と
緊
張
を
生
み
出
す「
生
け
花
」も
、
自
然
と
人
為
の
境
界
に
人
の
感
情
を
呼
び
入
れ
る「
庭
」も
同
様
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
共
通
す
る
感
覚
の
緊
張
は
、

「
空
白
」が
イ
メ
ー
ジ
を
誘
い
だ
し
、
人
の
意
識
を
そ
こ
に
引
き
入
れ
よ
う
と
す
る
力
学
に
由
来
す
る
。
茶
室
で
の
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
そ
の
力
が
強
く
作
用
す
る
場
を
訪
ね
て
歩

く
経
験
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
代
の
僕
ら
の
感
覚
の
基
層
に
も
通
じ
る
美
の
水
脈
、
感
性
の
根
を
確
か
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
西
洋
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
や
シ
ン
プ
ル
を
理
解

し
つ
つ
も
、
何
か
が
違
う
と
感
じ
て
い
た
謎
が
こ
こ
で
解
け
た
の
で
あ
る
。

楽
美
術
館
で
の
長
次
郎
の
楽
茶
碗
と
の
出
会
い
は
そ
の
締
め
く
く
り
で
あ
っ
た
。
一
連
の
撮
影
を
終
え
て
立
ち
寄
っ
た
美
術
館
に
、
全
て
を
凝
縮
す
る
よ
う
な
オ
ブ
ジ
ェ
ク
ト

が
並
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

（
原
研
哉『
日
本
の
デ
ザ
イ
ン
―
―
美
意
識
が
つ
く
る
未
来
』に
よ
る
。）

（
注
1
）　

千
利
休
―
―
安
土
桃
山
時
代
の
茶
人
。
堺
の
商
人
の
家
に
生
ま
れ
、
茶
人
と
し
て
織
田
氏
・
豊
臣
氏
に
仕
え
た
。

（
注
2
）　

バ
ウ
ハ
ウ
ス
―
―
二
十
世
紀
初
期
に
ド
イ
ツ
に
設
立
さ
れ
た
造
形
学
校
。

（
注
3
）　

止
揚
―
―
矛
盾
・
対
立
す
る
二
つ
の
概
念
を
、
そ
の
矛
盾
・
対
立
を
保
ち
な
が
ら
よ
り
高
次
の
段
階
で
統
一
す
る
こ
と
。

（
注
4
）　

亭
主
―
―
茶
会
を
主
催
す
る
人
。

（
注
5
）　
「
裸
の
王
様
」の
寓
話
―
― 

何
も
着
て
い
な
い
の
に
、
目
に
見
え
な
い
服
を
着
せ
ら
れ
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
た
王
様
が
、
子
供
か
ら
、
王
様
は
裸
だ
と
言
わ
れ

て
初
め
て
自
分
の
本
当
の
姿
に
気
づ
い
た
と
い
う
寓
話
。「
寓
話
」は
教
訓
な
ど
を
他
の
事
柄
に
託
し
て
語
る
物
語
の
こ
と
。

Ｄ

Ｅ
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問
1　

傍
線
部
Ａ　

形
は
簡
潔
だ
が
、
こ
れ
は「
シ
ン
プ
ル
」と
は
呼
べ
な
い
。　

と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選

べ
。
解
答
番
号
は

14

。

1　

長
次
郎
の「
楽
茶
碗
」が
簡
潔
な
印
象
を
与
え
る
の
は
無
光
沢
な
表
面
の
部
分
に
限
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
シ
ン
プ
ル
」と
い
う
言
葉
で
は
説
明
で
き
な
い
。

2　

長
次
郎
の「
楽
茶
碗
」は
合
理
性
を
追
求
し
た
結
果
と
し
て
簡
潔
な
形
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
、「
シ
ン
プ
ル
」と
い
う
言
葉
で
は
説
明
で
き
な
い
。

3　

長
次
郎
の「
楽
茶
碗
」に
は
権
力
と
結
び
つ
い
た
複
雑
さ
を
打
破
し
よ
う
と
す
る
力
強
さ
が
な
い
の
で
、「
シ
ン
プ
ル
」と
い
う
言
葉
で
は
説
明
で
き
な
い
。

4　

長
次
郎
の「
楽
茶
碗
」か
ら
は
偶
然
が
生
み
出
し
た
無
意
識
の
美
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、「
シ
ン
プ
ル
」と
い
う
言
葉
で
は
説
明
で
き
な
い
。

5　

長
次
郎
の「
楽
茶
碗
」に
は
ま
だ
人
々
の
心
を
引
き
寄
せ
る
だ
け
の
求
心
力
が
備
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、「
シ
ン
プ
ル
」と
い
う
言
葉
で
は
説
明
で
き
な
い
。

問
2　

傍
線
部
Ｂ　

簡
素
を
旨
と
す
る
美
意
識
の
系
譜
は
世
界
で
も
珍
し
い
。
な
ぜ
な
ら
、
世
界
は
力
の
表
象
の
せ
め
ぎ
合
い
で
複
雑
さ
に
輝
い
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。　

と
あ

る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

15

。

1　

権
力
者
は
、
豪
華
で
贅
を
尽
く
し
た
文
物
を
生
み
出
す
こ
と
で
自
分
の
力
の
強
大
さ
を
内
外
に
示
そ
う
と
す
る
た
め
に
、
そ
の
対
極
に
あ
る
美
意
識
は
生
ま
れ
に
く

い
と
い
う
こ
と
。

2　

有
史
以
来
、
種
々
の
争
い
に
お
い
て
複
雑
で
微
妙
な
力
関
係
が
働
く
こ
と
で
世
界
の
秩
序
が
保
た
れ
て
き
た
た
め
に
、
同
じ
次
元
で
美
意
識
を
語
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
。

3　

日
本
に
は
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
絢
爛
で
壮
麗
な
美
意
識
が
根
底
に
あ
り
、
京
都
と
い
う
場
所
は
、
応
仁
の
乱
を
経
て
な
お
そ
の
美
意
識
の
極
致
を
体
現
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
。

4　

権
力
者
は
自
分
の
後
継
者
候
補
を
何
人
も
用
意
す
る
こ
と
で
、
手
に
し
た
権
力
の
維
持
を
図
ろ
う
と
す
る
た
め
に
、
美
意
識
も
そ
れ
を
反
映
し
て
複
雑
な
も
の
に
な

る
と
い
う
こ
と
。

5　

複
雑
な
数
学
の
定
理
や
医
療
技
術
が
現
代
の
高
度
な
文
明
を
作
っ
て
き
た
過
去
が
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
ま
で
培
っ
て
き
た
美
意
識
を
も
は
や
手
放
す
こ
と
が
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
。
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問
3　

傍
線
部
Ｃ　

皮
肉
な
こ
と
に　

と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が「
皮
肉
」な
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選

べ
。
解
答
番
号
は

16

。

1　

複
雑
な
美
を
享
受
し
よ
う
と
し
た
あ
ま
り
、
人
生
の
大
半
を
無
駄
に
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
義
政
が
、
晩
年
に
な
っ
て
初
め
て
自
分
の
求
め
て
い
た
美
を
見
出
せ
た
と

い
う
こ
と
。

2　

美
に
傾
倒
し
す
ぎ
た
ゆ
え
に
、
国
が
滅
び
る
ほ
ど
の
ダ
メ
ー
ジ
を
負
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
政
治
か
ら
離
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
義
政
は
か
え
っ
て
思
い
通
り
の
暮
ら
し

が
で
き
た
と
い
う
こ
と
。

3　

政
治
的
な
意
識
の
低
さ
や
能
力
の
欠
如
は
容
認
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
そ
の
義
政
が
招
い
た
世
の
乱
れ
か
ら
か
え
っ
て
複
雑
で
華
麗
な
美
意
識
の
伝
統
が
芽
生

え
た
こ
と
。

4　

戦
争
に
よ
り
文
化
の
継
承
に
困
難
が
生
じ
る
ほ
ど
文
化
財
が
失
わ
れ
た
が
、
そ
の
原
因
と
な
っ
た
義
政
の
も
と
で
新
た
な
美
意
識
が
生
ま
れ
、
ま
た
別
な
伝
統
が
作

ら
れ
た
こ
と
。

5　

渡
来
し
て
き
た
複
雑
な
美
に
拮
抗
し
う
る
日
本
独
自
の
美
意
識
を
生
み
出
し
た
か
っ
た
義
政
が
、
戦
乱
で
文
化
財
を
失
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
夢
を
か
な
え
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
。

問
4　

傍
線
部
Ｄ　

裸
の
王
様
は
確
信
に
満
ち
て「
エ
ン
プ
テ
ィ
」を
ま
と
っ
て
い
る
。　

と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

17

。

1　
「
裸
の
王
様
」は
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
を
追
求
す
る
た
め
に
は
、
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
発
想
力
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

2　
「
裸
の
王
様
」は
、
自
分
の
姿
が
裸
に
し
か
見
え
な
い
の
は
、
見
る
人
が
精
神
的
に
は
ま
だ
子
供
だ
か
ら
だ
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

3　
「
裸
の
王
様
」は
、
あ
え
て
何
も
着
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
姿
を
人
々
に
想
像
で
き
る
よ
う
う
な
が
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

4　
「
裸
の
王
様
」は
、
わ
ざ
と
注
目
を
浴
び
る
よ
う
な
か
っ
こ
う
を
し
て
、
人
々
に
そ
の
理
由
を
考
え
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

5　
「
裸
の
王
様
」は
、
た
と
え
何
も
着
て
い
な
く
て
も
、
王
と
し
て
の
権
威
に
は
い
さ
さ
か
も
傷
が
つ
か
な
い
と
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。
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問
5　

傍
線
部
Ｅ　

感
覚
の
緊
張　

と
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
こ
か
ら
来
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一

つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

18

。

1　

イ
メ
ー
ジ
の
欠
落
が
人
を
不
安
に
陥
れ
る
と
こ
ろ
。

2　

何
も
な
い
空
間
が
人
の
想
像
力
を
刺
激
す
る
と
こ
ろ
。

3　

境
界
の
不
明
確
な
場
所
が
人
の
関
心
を
引
く
と
こ
ろ
。

4　

解
釈
の
難
し
い
問
題
が
人
を
混
乱
さ
せ
る
と
こ
ろ
。

5　

潜
在
意
識
が
人
の
価
値
観
に
影
響
を
与
え
る
と
こ
ろ
。

問
6　

こ
の
文
章
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

19

。

1　

足
利
義
政
の
政
治
力
と
美
意
識
を
例
に
挙
げ
、
為
政
者
の
美
へ
の
情
熱
が
希
薄
で
あ
っ
た
ば
か
り
に
世
が
乱
れ
て
大
き
な
戦
乱
が
起
こ
り
、
夥
し
い
文
化
財
の
損
失

に
結
び
つ
い
て
し
ま
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。

2　

世
界
中
に
存
在
す
る
茶
を
喫
す
る
習
慣
を
例
に
挙
げ
、
華
美
な
装
飾
や
豪
華
な
渡
来
品
に
囲
ま
れ
る
こ
と
が
芸
術
や
文
化
を
楽
し
む
醍
醐
味
で
あ
り
、
普
遍
的
な
生

の
喜
び
に
通
じ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

3　

足
利
義
政
が
築
い
た
東
山
御
殿
を
例
に
挙
げ
、
戦
乱
に
よ
り
喪
失
し
た
絢
爛
豪
華
な
表
現
の
復
元
を
目
指
し
た
が
条
件
が
整
わ
ず
、
結
果
と
し
て
つ
つ
ま
し
や
か
で

た
お
や
か
な
美
意
識
が
生
み
出
さ
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

4　

日
本
文
化
は
古
来
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
文
化
の
影
響
を
受
け
て
成
熟
し
て
き
た
が
、
応
仁
の
乱
以
後
は
渡
来
品
の
流
入
が
止
ま
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
独
自
性
の
強
い

東
山
文
化
が
生
ま
れ
た
と
述
べ
て
い
る
。

5　

日
本
文
化
の
美
意
識
が
独
自
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
東
山
文
化
の
例
な
ど
を
通
し
て
確
認
し
、
そ
し
て
そ
の
美
意
識
の
象
徴
的
な
存
在
が
楽
茶
碗
で
あ
る
こ
と
を

述
べ
て
文
章
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
1
〜
問
4
に
答
え
よ
。

⎩―――――――⎧

浜
田
長
八
に
は
二
人
の
娘
が
い
た
。
姉
は
幼
な
じ
み
の
平
次
と
婚
約
し
た
が
、
戦
乱
の
た
め
居
所
を
離
れ
た
平
次
か
ら
五
年
間
も
音
沙
汰
の
な
い
ま
ま
病
死
し
て
し

ま
っ
た
。
や
が
て
平
次
は
戻
っ
て
き
た
が
、
あ
る
日
妹
が
平
次
を
訪
ね
て
来
て
、
結
婚
を
迫
っ
た
。
平
次
は
親
の
許
し
の
な
い
結
婚
は
で
き
な
い
と
断
る
が
、
そ
の
気
迫

に
押
さ
れ
て
承
諾
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
妹
は
一
緒
に
家
を
離
れ
る
よ
う
に
願
い
出
て
、
二
人
は
そ
の
ま
ま
一
年
ほ
ど
身
を
隠
し
て
い
た
。
し
か
し
、
妹
は
親
に
許

し
を
乞
い
た
い
と
言
い
出
し
、
舟
で
故
郷
に
戻
っ
て
来
た
。
そ
し
て
、
平
次
は
浜
田
家
を
訪
れ
、
こ
れ
ま
で
の
経
緯
を
告
げ
て
、
謝
罪
し
た
。

⎭―――――――⎫

浜
田
聞
き
て
、「
そ
れ
は
い
か
な
る
御
事
ぞ
。
更
に
心
得
が
た
し
」と
い
ふ
。
平
次
あ
り
の
ま
ま
に
か
た
り
て
、
真
紅
の
帯
を
取
り
出
し
て
み
せ
た
り
。
そ
の
時
浜
田
大
い
に
驚

き
、「
こ
の
帯
は
そ
の
か
み
姉
に
約
束
せ
し
時
に
給た

ま

は
り
し
物
な
り
。
姉
む
な
し
く
な
り
け
れ
ば
、
棺
に
お
さ
め
て
う
づ
み
侍は

べ

り
。
又
妹
は
病
お
も
く
、
床
に
ふ
し
て
あ
り
。
君

と
つ
れ
て
他
国
に
ゆ
く
べ
き
事
な
し
」と
て
、「
舟
に
と
ど
め
お
き
た
り
」と
い
ふ
を
き
き
て
、
人
を
つ
か
は
し
て
み
す
る
に
、
舟
に
は
ふ
な
か
た
の
外ほ

か

は
更
に
人
な
し
。「
こ
れ
は

そ
も
い
か
な
る
事
ぞ
」と
て
浜
田
夫
婦
は
驚
き
、
う
た
が
ふ
と
こ
ろ
に
、
妹
の
娘
そ
の
ま
ま
床
よ
り
立
ち
あ
が
り
て
、
さ
ま
ざ
ま
口
ば
し
り
て
、「
我
す
で
に
平
次
に
約
束
あ
り
な

が
ら
、
世
を
は
や
う
せ
し
か
ば
、
お
く
り
捨
て
ら
れ
て
、
塚
の
主
と
な
さ
れ
し
か
ど
も
、
平
次
に
ふ
か
き
す
ぐ
せ
の
縁
あ
り
。
こ
の
故
に
今
又
こ
こ
に
来
れ
り
。
ね
が
は
く
は
我

が
妹
を
も
つ
て
、
平
次
が
妻
と
な
し
て
た
べ
。
然し

か

ら
ば
日ひ

比ご
ろ

の
病
も
い
ゆ
べ
し
。
こ
れ
み
づ
か
ら
の
心
に
望
む
と
こ
ろ
な
り
。
も
し
こ
の
事
を
か
な
へ
給
は
ず
は
、
妹
が
命
を
も

お
な
じ
道
に
ひ
き
と
り
て
、
我
が
黄よ

み
ぢ泉

の
友
と
せ
む
」と
い
ふ
。
家
う
ち
の
人
み
な
驚
き
あ
や
し
み
て
、
そ
の
身
を
み
れ
ば
妹
の
娘
に
し
て
、
そ
の
身
の
あ
つ
か
ひ
、
も
の
い
ふ

声
こ
と
ば
は
、
み
な
姉
の
娘
に
す
こ
し
も
た
が
は
ず
。
父
の
浜
田
い
ふ
や
う
、「
汝な

ん
ぢ

は
す
で
に
死
し
た
り
。
い
か
で
か
そ
の
跡
ま
で
も
執
心
ふ
か
く
は
思
ふ
ぞ
や
」と
。
物も

の

の
気け

こ
た
へ
て
い
ふ
や
う
、「
み
づ
か
ら
先ぜ

ん

世せ

に
深
き
縁
あ
る
故
に
、
命
こ
そ
み
じ
か
け
れ
ど
も
閻え

ん

魔ま

大だ
い

王わ
う

に
い
と
ま
を
給
は
り
、
こ
の
一
年
あ
ま
り
の
ち
ぎ
り
を
な
し
侍
り
。
今
は

迷よ
み
ぢ塗

に
か
へ
り
侍
る
。
必
ず
、
み
づ
か
ら
が
い
ふ
事
た
が
へ
給
ふ
な
」と
て
、
平
次
が
手
を
と
り
、
涙
を
な
が
し
、
い
と
ま
ご
ひ
し
て
、
又
手
を
合
は
せ
、
父
母
を
お
が
み
つ

つ
、
さ
て
い
ふ
や
う
は
、「
か
ま
へ
て
平
次
の
妻
と
な
る
と
も
、
女
の
道
よ
く
ま
も
り
、
父
母
に
か
う
か
う
せ
よ
や
、
今
は
こ
れ
ま
で
ぞ
」と
て
、
わ
な
わ
な
と
ふ
る
ひ
て
地
に
た

ふ
れ
て
死
に
入
り
た
り
。
人
々
驚
き
容か

ほ

に
水
そ
そ
ぎ
け
れ
ば
、
妹
よ
み
が
へ
り
、
病
は
た
ち
ま
ち
に
い
え
た
り
。
先
の
事
ど
も
を
と
ひ
け
る
に
、
ひ
と
つ
も
お
ぼ
え
た
る
事
な

し
。
こ
れ
に
よ
り
て
つ
ひ
に
妹
の
娘
を
も
つ
て
、
平
次
と
夫
婦
に
な
し
つ
つ
、
さ
ま
ざ
ま
仏
事
を
い
と
な
み
、
姉
の
娘
が
跡
を
と
ぶ
ら
ひ
侍
り
。
こ
れ
を
聞
く
人
き
ど
く
の
た
め

5

Ａ

Ｂ

（
注
1
）

（
注
2
）

（
注
3
）

Ｃ

Ｄ

（
注
4
）
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し
に
思
ひ
け
り
。

（『
伽お

と
ぎ

婢ぼ
う

子こ

』に
よ
る
。）

（
注
1
）　

ふ
な
か
た
―
―
船
頭
。

（
注
2
）　

す
ぐ
せ
の
縁
―
―
前
世
か
ら
の
宿
縁
。
後
の「
先
世
」も
前
世
の
こ
と
。

（
注
3
）　

黄
泉
―
―
冥
土（
死
者
の
住
む
国
）へ
行
く
道
。
後
の「
迷
塗
」も
同
じ
。「
閻
魔
大
王
」は
、
死
者
の
世
界
を
支
配
し
て
い
る
。

（
注
4
）　

き
ど
く
―
―
不
思
議
な
こ
と
。

問
1　

傍
線
部
Ａ　

大
い
に
驚
き　

と
あ
る
が
、
浜
田
が
驚
い
た
の
は
な
ぜ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

20

。

1　

浜
田
が
結
婚
祝
い
と
し
て
姉
に
与
え
た
帯
は
姉
の
死
後
に
棺
に
入
れ
た
も
の
だ
か
ら
。

2　

平
次
が
婚
約
の
際
に
姉
に
贈
っ
た
帯
は
姉
の
死
後
に
一
緒
に
埋
葬
し
た
も
の
だ
か
ら
。

3　

姉
の
形
見
の
帯
は
自
宅
で
病
気
療
養
し
て
い
る
妹
が
身
に
つ
け
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
。

4　

姉
が
愛
用
し
て
い
た
帯
は
遺
言
に
従
っ
て
浜
田
が
大
切
に
保
管
し
て
い
る
も
の
だ
か
ら
。

5　

姉
が
妹
の
病
気
平
癒
を
願
っ
て
与
え
た
帯
は
病
床
の
妹
が
身
に
つ
け
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
。
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問
2　

傍
線
部
Ｂ　

舟
に
は
ふ
な
か
た
の
外
は
更
に
人
な
し
・
傍
線
部
Ｄ　

妹
よ
み
が
へ
り　

と
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

21

。

1　

平
次
は
う
そ
を
つ
い
て
ま
で
妹
と
の
結
婚
を
認
め
さ
せ
よ
う
と
し
た
が
、
姉
も
二
人
の
結
婚
を
望
ん
だ
た
め
に
恨
み
が
晴
れ
て
妹
の
病
気
が
治
っ
た
と
い
う
こ
と
。

2　

平
次
は
姉
の
魂
が
取
り
つ
い
た
妹
の
肉
体
と
暮
ら
し
て
い
た
に
過
ぎ
ず
、
自
分
の
願
い
が
か
な
わ
な
い
と
知
っ
た
姉
の
魂
は
妹
の
肉
体
か
ら
離
れ
た
と
い
う
こ
と
。

3　

平
次
と
一
緒
に
い
た
妹
は
平
次
の
見
た
幻
影
に
過
ぎ
な
か
っ
た
が
、
死
ん
だ
姉
の
願
い
が
か
な
え
ら
れ
た
後
に
は
誰
の
目
に
も
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

4　

平
次
と
暮
ら
し
て
い
た
妹
は
平
次
に
し
か
見
え
て
お
ら
ず
、
死
ん
だ
姉
の
魂
が
自
分
の
願
い
を
か
な
え
る
た
め
に
妹
の
姿
を
借
り
て
こ
の
世
に
現
れ
た
と
い
う
こ
と
。

5　

平
次
は
浜
田
を
だ
ま
し
て
怒
り
を
静
め
よ
う
と
し
た
が
、
浜
田
が
結
婚
を
許
す
と
一
年
余
り
冥
界
を
さ
ま
よ
っ
て
い
た
妹
の
魂
が
肉
体
に
戻
っ
た
と
い
う
こ
と
。

問
3　

傍
線
部
Ｃ　

い
か
で
か
そ
の
跡
ま
で
も
執
心
ふ
か
く
は
思
ふ
ぞ
や　

と
あ
る
が
、
娘
の
思
い
を
表
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か

ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

22

。

1　

平
次
と
妹
は
前
世
か
ら
結
婚
で
き
な
い
運
命
で
は
あ
っ
た
が
、
閻
魔
大
王
の
許
可
を
得
ら
れ
た
の
で
、
妹
の
病
気
が
全
快
し
た
な
ら
ば
二
人
を
結
婚
さ
せ
て
ほ
し
い
。

2　

平
次
と
妹
は
前
世
か
ら
の
深
い
因
縁
で
結
ば
れ
て
い
る
の
で
、
妹
は
重
い
病
気
で
は
あ
る
け
れ
ど
、
わ
ず
か
な
時
間
で
も
平
次
と
結
婚
生
活
を
送
ら
せ
て
あ
げ
た
い
。

3　

平
次
と
自
分
は
前
世
か
ら
結
婚
す
る
運
命
で
あ
っ
た
が
、
平
次
が
妹
を
妻
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
も
し
二
人
の
結
婚
を
許
せ
ば
妹
も
冥
土
に
連
れ
て
い
こ
う
。

4　

平
次
と
自
分
は
前
世
か
ら
結
婚
で
き
な
い
運
命
で
あ
り
、
今
は
自
分
の
魂
が
妹
の
肉
体
に
宿
っ
て
い
る
が
、
運
命
と
は
無
関
係
な
妹
と
の
結
婚
を
認
め
て
ほ
し
い
。

5　

平
次
と
自
分
は
前
世
か
ら
の
深
い
因
縁
で
結
ば
れ
て
い
た
が
、
自
分
の
死
に
よ
っ
て
結
婚
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
で
、
せ
め
て
妹
と
の
結
婚
を
許
し
て
も
ら
い
た
い
。
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問
4　

星
野
さ
ん
の
ク
ラ
ス
で
は
、
本
文
を
読
ん
だ
後
、
次
の【
資
料
】と
読
み
比
べ
、
班
で
話
し
合
う
学
習
を
行
っ
た
。
な
お
、
こ
の【
資
料
】は
本
文
の
話
の
も
と
に
な
っ
た
と

さ
れ
る
漢
文
で
あ
る
。
後
の【
話
合
い
の
一
部
】は
、
そ
の
時
の
様
子
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
⑴
・
⑵
に
答
え
よ
。

【
資
料
】防ば

う 
禦ぎ

よ 
聞キ 

之こ
れ
ヲ、

驚キ
テ

 

曰い
ハ
ク、「

吾わ
ガ  

女む
す
め
ハ

  

臥ふ
シ
テ

  

病ニ 

在リ 

床ニ、
今 

及ビ 

一 

歳ニ、
せ
ん 

粥し
ゆ
く 

不ず 

進マ、
転 

側ニ
モ

  

須も
ち
ヰ
ル

　

人ヲ、
豈あ

ニ  

有ラ
ン

 

是こ
ノ 

事 

耶や
ト。」 

生ハ 

謂お
も
ヒ

 

其そ
ノ 

恐レ 

為た
ル
ヲ

  

門 

戸 

之の 

辱は
ぢ

、
故ニ 

飾リ
テ

  

詞こ
と
ば
ヲ

  

以も
つ
テ

 

拒ム
ト

  

之ヲ、
乃す

な
は
チ

  

曰ハ
ク、「

目 

今 

慶け
い 

娘ぢ
や
う
ハ

  

在リ  

於 

舟 

中ニ、
可べ

シ
ト

　

令し
ム 

人ヲ
シ
テ

　
 

舁か
キ-

取リ
テ

 

之ヲ 

来ラ。」 

防 

禦 

雖い
へ
ど
モ

  

不ト 

信ゼ、
然し

か
レ
ド
モ

 　

 

且ま
さ
ニ

 

令メ
ン
ト

　

家か 

僮ど
う
ヲ
シ
テ

 　

馳は
セ 

往ゆ
キ
テ

　

 

視う
か
が
ハ

  

之ヲ、

至レ
バ

　

則す
な
は
チ

  

無シ 

所 

見ル。

⎩―――⎧

こ
の
後
、
姉
の
霊
が
父
に
崔さ

い

生せ
い

と
慶
娘
と
が
結
婚
で
き
る
よ
う
に
懇
願
し
た
。
父
は
姉
を
き
つ
く
問
い
詰
め
た
が
、
切
な
る
思
い
を
知
っ
て
二
人
の
結
婚
を
許

す
こ
と
に
し
た
。
そ
し
て
、
姉
は
最
後
に
語
っ
た
。

⎭―――⎫

「
父 

母 

許セ
リ

 

我ヲ 

矣
。
汝 

好よ
ク 

做な
シ 

嬌け
う 

容よ
う
ヲ、
慎シ
ミ
テ

　

無カ
レ
ト

　
 

以テ 

新 

人ヲ 

而 

忘ル
ル
コ
ト

 　

故 

人ヲ 

也
。」 

言ヒ 

訖を
ハ
リ、
慟ど
う 

哭こ
く
シ
テ

　

 

而 

仆た
ふ
ル

 

於 

地ニ。
視み

レ
バ

  

之ヲ、
死セ

リ

 

矣
。
急ギ 

以テ 

湯 

薬ヲ 

灌そ
そ
ゲ
バ

　

之ニ、
移シ

テ

 

時ヲ 

乃チ　
よ
み
が
へ
リ、

疾 

病 

已す
で
ニ

 

去リ、
行 

動 

如ご
と
シ

 

常ノ。

問ヘ
バ

 

其ノ 

前 

事ヲ、
並ビ

ニ

 

不 

知ラ 

之ヲ、
殆ほ

と
ん
ド

  

如シ 

夢ノ 

覚ム
ル
ガ。 

遂つ
ひ
ニ

  

涓え
ら
ビ
テ

　

吉ヲ、
続つ

グ 

崔 

生 

之 

婚ヲ。

（
注
1
）

レ

レ

レ

二

一
（
注
2
）

レ

レ

二

一

（
注
3
）

下

レ

二

一

レ

上レ

（
注
4
）

（
注
5
）

二

一

レ

下

（
注
6
）

二

一

上

レ

レ

す
ル
モレ

二
（
注
7
）

一レ

レ

レ
レ

二

（
注
8
）

一

下

二

一

中

上

二

一

レ

二

一

レ

レ

レ

二

一

レ

レ

二

一

レ

二

一
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⎩―⎧
崔
生
は
、
姉
の
思
い
に
感
動
し
、
道
士
に
頼
ん
で
壇
を
設
け
、
三
日
三
晩
祈き

祷と
う

し
て
冥
福
を
祈
っ
た
。
⎭―⎫

復ま
タ  

見あ
ら
は
レ
テ

　

 

夢ニ 

於 

生ニ 

曰ハ
ク、「

蒙か
う
む
リ

  

君ガ 

薦 

抜ヲ、
尚な

ホ 

有リ 

余 

情
。
雖モ 

隔ツ
ト

 

幽 

明ヲ、
実ま

こ
と
ニ

  

深ク 

感か
ん 

佩ぱ
い
ス。

小 

妹ハ 

柔 

和ナ
レ
バ、   

宜よ
ろ
シ
ク

　

善ク 
視ル 

之ヲ。」 

生 

驚キ 

悼ン
デ

 

而 

覚ム。
従よ

リ 

此こ
レ 

遂ニ 

絶ユ。
嗚あ 

呼あ

、
異ナ

ル

  

哉か
な

。

（『
剪せ

ん

灯と
う

新し
ん

話わ

』に
よ
る
。）

（
注
1
）　

防
禦
―
―
官
名
。
こ
こ
で
は
、
娘
の
父
親
を
指
す
。

（
注
2
）　

粥
―
―
か
ゆ
。

（
注
3
）　

生
―
―
人
名
。
崔
生
の
こ
と
。

（
注
4
）　

目
今
―
―
現
在
。

（
注
5
）　

慶
娘
―
―
防
禦
の
娘
の
名
。
妹
に
当
た
る
。

（
注
6
）　

舁
取
―
―
か
つ
い
で
。

（
注
7
）　

家
僮
―
―
召
使
い
。

（
注
8
）　

做
嬌
容
―
―
よ
い
お
婿
さ
ん
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

（
注
9
）　

薦
抜
―
―
目
を
か
け
る
こ
と
。

（
注
10
）　

幽
明
―
―
冥
土
と
現
世
。

（
注
11
）　

感
佩
―
―
心
に
深
く
感
じ
て
忘
れ
な
い
こ
と
。

二

一

二

（
注
9
）

一

二

一

レ

二 （
注
10
）

一

（
注
11
）

二
べ
シ
ト

一レ

レ
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【
話
合
い
の
一
部
】

星
野
さ
ん　

 「『
伽
婢
子
』は
、『
剪
灯
新
話
』に
着
想
を
得
て
書
か
れ
た
物
語
と
い
う
こ
と
ね
。
だ
か
ら
、
舞
台
が
日
本
と
中
国
と
い
う
違
い
は
あ
っ
て
も
内
容
的
に
は
ほ
と

ん
ど
同
じ
か
し
ら
。」

月
岡
さ
ん　

 「
そ
う
だ
ね
。
で
も
、
読
み
比
べ
て
み
る
と
、
違
う
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
。
た
と
え
ば
、
平
次
が
娘
と
の
経
緯
を
父
親
に
話
し
た
場
面
で
、【
資
料
】の
文
章
に
よ

れ
ば
、
父
親
の
言
う
こ
と
を
、
崔
生
は

Ｅ

と
思
っ
て
い
る
よ
ね
。」

日
野
さ
ん　
「
た
し
か
に
、
こ
れ
は
本
文（『
伽
婢
子
』）の
文
章
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
描
写
だ
ね
。」

大
空
さ
ん　
「
な
る
ほ
ど
ね
。
そ
の
ま
ま
引
き
写
し
た
だ
け
で
は
な
い
よ
う
ね
。」

月
岡
さ
ん　
「
で
は
、
今
回
の
学
習
で
本
文
と【
資
料
】を
読
み
比
べ
て
気
づ
い
た
こ
と
を
簡
単
に
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
み
よ
う
よ
。」

⑴　

空
欄

Ｅ

に
入
る
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

23

。

1　

親
の
許
し
も
な
く
家
を
飛
び
出
し
た
二
人
の
結
婚
を
認
め
る
の
は
家
の
不
名
誉
で
あ
り
、
世
間
体
を
気
に
す
る
あ
ま
り
う
そ
を
言
っ
て
い
る

2　

娘
の
霊
魂
が
さ
ま
よ
っ
て
い
る
と
い
う
奇
妙
な
う
わ
さ
が
出
る
の
は
一
家
の
恥
で
あ
り
、
話
の
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
て
事
実
を
隠
し
て
い
る

3　

娘
が
重
い
病
気
を
患
っ
て
い
る
の
は
家
人
以
外
に
知
ら
れ
た
く
な
い
こ
と
で
あ
り
、
妹
の
病
状
を
悟
ら
れ
な
い
よ
う
に
作
り
話
を
し
て
い
る

4　

姉
の
代
わ
り
に
妹
と
の
結
婚
を
す
ぐ
に
認
め
る
の
は
体
面
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
言
葉
巧
み
に
平
次
の
申
し
入
れ
を
拒
も
う
と
し
て
い
る

5　

勝
手
に
家
を
出
た
娘
で
も
無
事
に
取
り
戻
す
の
は
親
の
責
任
で
あ
り
、
調
子
の
い
い
こ
と
を
言
っ
て
な
ん
と
か
取
り
入
ろ
う
と
し
て
い
る

Ｆ
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⑵　

傍
線
部
Ｆ　

今
回
の
学
習
で
本
文
と【
資
料
】を
読
み
比
べ
て
気
づ
い
た
こ
と
を
簡
単
に
ノ
ー
ト
に
ま
と
め
て
み
よ
う
よ　

を
受
け
て
、
自
分
の
考
え
を
書
く
こ
と
に
な
っ

た
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

24

。

1　

本
文
で
も【
資
料
】で
も
妹
と
結
婚
し
た
後
に
姉
の
供
養
を
し
て
お
り
、
そ
の
効
果
が
あ
っ
て
姉
は
こ
の
世
へ
の
未
練
が
す
っ
か
り
な
く
な
っ
て
妹
夫
婦
の
幸
せ
を
願

い
な
が
ら
去
っ
た
点
も
共
通
し
て
い
る
。

2　

本
文
で
も【
資
料
】で
も
妹
の
肉
体
を
通
し
て
姉
の
思
い
が
語
ら
れ
て
お
り
、
姉
の
魂
が
肉
体
を
離
れ
た
後
で
は
目
覚
め
た
妹
に
そ
の
時
の
記
憶
が
ま
っ
た
く
な
か
っ

た
点
も
共
通
し
て
い
る
。

3　

本
文
で
も【
資
料
】で
も
妹
は
舟
の
中
に
い
る
と
男
が
言
っ
て
い
る
が
、【
資
料
】で
は
父
は
人
に
知
ら
れ
る
の
を
嫌
っ
て
舟
に
行
っ
て
娘
を
取
り
戻
し
て
く
る
よ
う
に

召
使
い
に
命
じ
て
い
る
。

4　

本
文
で
も【
資
料
】で
も
姉
の
魂
が
妹
に
取
り
つ
い
て
い
る
が
、
本
文
で
は
死
後
も
な
お
妹
を
思
う
姉
の
気
持
ち
が
消
え
な
い
で
妹
を
連
れ
て
冥
土
に
行
き
た
い
と
父

に
懇
願
し
て
い
る
。

5　

本
文
で
も【
資
料
】で
も
男
と
妹
は
無
事
に
結
婚
は
で
き
た
も
の
の
、【
資
料
】で
は
男
に
未
練
の
あ
る
姉
に
よ
っ
て
男
も
冥
界
に
召
さ
れ
て
命
を
落
と
す
と
い
う
結
末

に
な
っ
て
い
る
。
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