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国語〔前期Ａ方式（ 1 /29）〕
設問 解答例

一

問一

1 2
2 2
3 4
4 1
5 5
6 5

問二

7 5
8 2
9 1
⓾ 6
⓫ 3

問三

⓬ 4
⓭ 2
⓮ 2
⓯ 3
⓰ 5

問四
⓱ 4
⓲ 1

問五 ⓳ 4
問六 ⓴ 3
問七 ㉑ 1
問八 ㉒ 4

二

問一

㉓ 5
㉔ 1
㉕ 4
㉖ 1
㉗ 1
㉘ 3

問二 ㉙ 3

問三

㉚ 8
㉛ 1
㉜ 7
㉝ 7

問四
㉞ 4
㉟ 2

問五
㊱ 3
㊲ 2

問六
㊳ 1
㊴ 4
㊵ 5

問七 ㊶ 3
問八 ㊷ 3

国語〔前期Ａ方式（ 1 /30）〕
設問 解答例

一

問一

1 4
2 5
3 2
4 1
5 4
6 3

問二
7 4
8 1

問三

9 2
⓾ 4
⓫ 5
⓬ 1
⓭ 4
⓮ 3

問四

⓯ 6
⓰ 4
⓱ 1
⓲ 2
⓳ 5

問五 ⓴ 3
問六 ㉑ 4
問七 ㉒ 2
問八 ㉓ 5

二

問一

㉔ 3
㉕ 1
㉖ 2
㉗ 1
㉘ 5

問二 ㉙ 2
問三 ㉚ 3

問四
㉛ 5
㉜ 2
㉝ 1

問五 ㉞ 2
問六 ㉟ 5
問七 ㊱ 3

問八
㊲ 2
㊳ 3

国語〔前期Ｂ方式（ 1 /31）〕
設問 解答例

Ⅰ

問一

1 4
2 3
3 5
4 2
5 5
6 2

問二

7 4
8 1
9 6
⓾ 2
⓫ 3

問三

⓬ 2
⓭ 3
⓮ 1
⓯ 5
⓰ 1

問四
⓱ 5
⓲ 4
⓳ 1

問五 ⓴ 4
問六 ㉑ 5
問七 ㉒ 5
問八 ㉓ 2

Ⅱ

Ⅰ

問一

㉛ 4
㉜ 3
㉝ 2
㉞ 4
㉟ 3

問二

㊱ 5
㊲ 1
㊳ 3
㊴ 4
㊵ 2

問三

㊶ 2
㊷ 4
㊸ 5
㊹ 1
㊺ 4

問四 ㊻ 4
問五 ㊼ 3
問六 ㊽ 4
問七 ㊾ 2

Ⅱ

㊿ 2
� 1
� 3
� 4
� 2
� 4

設問 解答例
Ⅲ

問一

� 3
� 1
� 5
� 5

問二 � 3
問三 � 1

問四
� 5
� 5
� 4

問五
� 2
� 2

問六 � 1
問七 � 4

問八
� 3
� 2

問九 � 1
問十 � 5

問十一
� 3
� 5
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国語〔後期（ 3 / 8 ）〕
設問 解答例

一

問一

1 2
2 4
3 3
4 3
5 5

問二
6 4
7 3

問三

8 3
9 5
⓾ 2
⓫ 1
⓬ 4

問四
⓭ 2
⓮ 5
⓯ 3

問五

⓰ 1
⓱ 2
⓲ 3
⓳ 4
⓴ 3

問六 ㉑ 2
問七 ㉒ 5
問八 ㉓ 4

二

問一

㉔ 5
㉕ 2
㉖ 4
㉗ 6

問二
㉘ 2
㉙ 3
㉚ 1

問三 ㉛ 3

問四

㉜ 1
㉝ 1
㉞ 4
㉟ 3
㊱ 4

問五

㊲ 2
㊳ 4
㊴ 3
㊵ 1
㊶ 2

問六 ㊷ 5
問七 ㊸ 3
問八 ㊹ 3
問九 ㊺ 4
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一問
五　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
後
の
段
落
に
「
い
つ
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
渦
中
に
あ
っ
て
は
今
の

時
代
が
次
の
時
代
に
と
っ
て
、
い
か
な
る
新
し
さ
の
先
駆
け
と
な
っ
て
い
く
の
か
、
を
予
知
す
る
こ
と
は
難
し
い
」「
い

く
つ
か
の『
モ
ダ
ン
語
辞
典
』に
は
、
そ
の
雰
囲
気
や
空
気
感
を
伝
え
る
序
文
が
記
さ
れ
て
い
る
」と
あ
る
。
よ
っ
て
、

選
択
肢
④
が
正
解
。
①
は「
近
代
の
急
激
な
高
速
度
化
に
対
処
で
き
な
い
ま
ま
編
纂
に
携
わ
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
」が
、

誤
り
。
②
・
③
・
⑤
は
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。

問
六　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
後
の
文
に
「
日
本
に
お
け
る
モ
ダ
ン
語
の
流
行
も
、
ま
た
間
違
い
な
く
、

疑
似
環
境
を
作
り
出
し
て
い
っ
た
」「
モ
ダ
ン
・
ラ
イ
フ
を
導
入
し
よ
う
に
も
、
そ
れ
自
体
が
海
の
彼
方
に
あ
る
以
上
、

そ
の
生
活
様
式
を
現
実
環
境
に
変
え
る
た
め
に
も
先
ず
は
疑
似
環
境
と
し
て
受
け
取
る
し
か
な
か
っ
た
」
と
あ
る
こ
と

か
ら
、
実
際
の
生
活
様
式
の
変
化
に
直
面
す
る
前
に
、
モ
ダ
ン
語
や
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
が
発
信
す
る
情
報
を
通
じ
て
構

築
さ
れ
た
疑
似
環
境
を
享
受
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、こ
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
③
が
正
解
。
①
・

②
・
④
・
⑤
は
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
誤
り
。

問
七　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
後
に「
そ
の
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
」と
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
。「
第

一
次
世
界
大
戦
後
に
世
界
的
な
潮
流
」と
し
て「
日
本
で
も
広
ま
っ
て
い
た
社
会
生
活
全
般
に
お
よ
ぶ『
改
造
』や『
改
善
』

を
要
求
す
る
声
」が
高
ま
り
、「
社
会
の
改
造
や
改
善
に
と
っ
て
不
可
欠
」な「
言
葉
の
改
造
」が
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
内
容
を
述
べ
た
選
択
肢
①
が
正
解
。
②
は
「
国
民
に
強
く
訴
え
か
け
る
言
葉
と
は
、
改
造
さ
れ
た

思
想
・
言
葉
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
」が
、
③
は「
国
・
世
代
の
別
を
越
え
て
思
想
を
共
有
す
る
必
要
が
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
は
言
葉
の
共
通
理
解
が
不
可
欠
と
考
え
ら
れ
た
」が
、
④
は「
日
本
で
は
そ
れ
に
対
応
す
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
」「
思
想
・
言
葉
の
改
造
に
よ
っ
て
日
本
で
も
社
会
生
活
の
改
造
を
促
そ
う
と
考
え
た
」
が
、
⑤
は
「
そ
の

上
で
等
閑
視
さ
れ
た
～
日
本
で
見
出
さ
れ
た
課
題
で
あ
っ
た
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

二問
六　

ア　

傍
線
部
の
前
に「
君
た
ち
の
御
こ
と
、
何
か
思
し
嘆
く
べ
き
。
人
は
み
な
御
宿
世
と
い
ふ
も
の
異
々
な
れ
ば
」と

あ
り
、「
君
た
ち
」
は
大
君
と
中
の
君
を
指
し
て
い
る
。「
何
か
思
し
嘆
く
べ
き
」
は
反
語
で
、「
何
を
思
い
嘆
く
こ
と
が

あ
り
ま
し
ょ
う
か
、い
や
あ
り
ま
せ
ん
」と
い
う
意
味
。「
心
に
か
か
る
」は「
気
に
か
か
る
。
心
に
引
っ
か
か
る
」の
意
味
。

「
人
は
み
な
宿
命
と
い
う
も
の
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
大
君
と
中
の
君
の
将
来
に
つ
い
て
は
心
配
な

さ
る
必
要
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
」
と
い
う
意
味
に
な
り
、
選
択
肢
①
が
正
解
。　

イ　
「
い
み
じ
」
は
よ
い
意
味
で
も
悪
い

意
味
で
も
、
程
度
が
は
な
は
だ
し
い
さ
ま
を
表
し
、
こ
こ
で
は
父
で
あ
る
八
の
宮
が
亡
く
な
っ
た
こ
と
を
指
す
。「
お

ぼ
つ
か
な
し
」は「
は
っ
き
り
し
な
い
」の
意
味
な
の
で
、
打
消
の
助
動
詞
が
つ
い
た「
お
ぼ
つ
か
な
か
ら
ぬ
」は「
は
っ
き

り
と
確
か
め
ら
れ
る
」
の
意
味
。「
常
の
こ
と
」
は
「
普
通
。
あ
た
り
ま
え
」
の
意
味
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。　

エ　
「
な
で
う
」は
反
語
の
意
味
を
表
し
、
傍
線
部
は「
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
か
」の
意

味
と
な
る
。「
さ
る
こ
と
」
は
、
傍
線
部
の
前
の
「
亡
き
人
に
な
り
た
ま
へ
ら
む
御
さ
ま
か
た
ち
を
だ
に
、
今
一
た
び
見

た
て
ま
つ
ら
む（
亡
き
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
お
姿
ご
様
子
だ
け
で
も
、も
う
一
度
拝
見
し
た
い
）」を
受
け
て
い
る
の
で
、

「
も
う
一
度
八
の
宮
の
亡
骸
と
対
面
す
る
こ
と
」で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。「
後
る
」は「
死
に
お
く
れ
る
。
先
に
死
な
れ
る
」の
意
味
で
あ
る
。
ま
た
、「
世

に
あ
る
」は「
生
き
て
い
る
」の
意
味
で
あ
る
。「
思
し
な
ら
ふ
」の「
な
ら
ふ
」は
、「
習
慣
に
な
る
」の
意
味
。以
上
か
ら
、「
後

れ
た
て
ま
つ
り
て
世
に
あ
る
べ
き
も
の
と
思
し
な
ら
は
ぬ
御
心
地
」は「
父
で
あ
る
八
の
宮
に
先
立
た
れ
て
は
生
き
て
い

ら
れ
よ
う
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
」
の
意
味
で
あ
り
、「
八
の
宮
が
死
ん
だ
な
ら
ば
自
分
た
ち
も
す
ぐ
に
父
の
後
を

追
っ
て
死
の
う
と
い
つ
も
思
っ
て
い
た
」と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

問
八　

傍
線
部
の
理
由
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
前
に「
阿
闍
梨
の
あ
ま
り
さ
か
し
き
聖
心
を
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
阿

闍
梨
と
大
君
・
中
の
君
の
や
り
取
り
を
確
認
す
る
と
、「
亡
き
人
に
な
り
た
ま
へ
ら
む
御
さ
ま
か
た
ち
を
だ
に
、
今
一

た
び
見
た
て
ま
つ
ら
む（
亡
き
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
お
姿
ご
様
子
だ
け
も
、
も
う
一
度
拝
見
し
た
い
）」と
い
う
大
君
・

中
の
君
に
対
し
て
、
阿
闍
梨
が
「
い
ま
さ
ら
に
、
な
で
う
さ
る
こ
と
か
は
べ
る
べ
き
。
日
ご
ろ
も
、
ま
た
会
ひ
た
ま
ふ

ま
じ
き
こ
と
を
聞
こ
え
知
ら
せ
つ
れ
ば
、
今
は
ま
し
て
、
か
た
み
に
御
心
と
ど
め
た
ま
ふ
ま
じ
き
御
心
づ
か
ひ
を
、
な

ら
ひ
た
ま
ふ
べ
き
な
り
（
今
さ
ら
、
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
必
要
が
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
か
。
日
頃
も
、
姫
君
た
ち
と
お

会
い
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
お
伝
え
申
し
上
げ
て
い
た
の
で
、
今
は
そ
れ
以
上
に
、
お
互
い
に
お
心
に
お
留
め
に
な

る
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
お
心
構
え
を
、
身
に
つ
け
な
さ
る
べ
き
で
す
）」と
言
っ
て
い
る
。
父
を
亡
く
し
た
娘
と
し
て

は
、
こ
う
し
た
阿
闍
梨
の「
仏
道
一
途
に
悟
り
き
っ
た
態
度
」を「
非
人
情
」だ
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢

③
が
正
解
。

一問
五　

脱
文
補
充
問
題
。
脱
文
に「
デ
リ
ケ
ー
ト
な
ワ
イ
ン
が
長
旅
を
し
な
い
の
と
同
じ
」「
独
特
の
ア
ロ
マ
や
ま
ろ
み
や
舌

触
り
が
、
避
け
が
た
く
微
妙
に
失
わ
れ
て
い
く
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
あ
る
美
点
が
失
わ
れ
る
と
い
う
文
脈
を
探
す
と
、

③
の
前
に
「
そ
こ
か
ら
は
否
応
な
く
多
く
の
美
点
が
損
な
わ
れ
、
差
し
引
か
れ
て
い
く
」
と
あ
る
。『
グ
レ
ー
ト
・
ギ
ャ

ツ
ビ
ー
』は「
す
べ
て
の
情
景
が
き
わ
め
て
繊
細
に
鮮
や
か
に
描
写
さ
れ
、
す
べ
て
の
情
念
や
感
情
が
き
わ
め
て
精
緻
に
、

そ
し
て
多
義
的
に
言
語
化
さ
れ
」て
お
り
、「
英
語
で
一
行
一
行
丁
寧
に
読
ん
で
い
か
な
い
こ
と
に
は
そ
の
素
晴
ら
し
さ

が
十
全
に
理
解
で
き
」
ず
、「
日
本
語
に
翻
訳
す
る
と
」
多
く
の
美
点
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

選
択
肢
③
が
正
解
。

問
六　

空
所
補
充
問
題
。
空
欄
Ｘ
の
前
に「
翻
訳
と
い
う
も
の
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ『
賞
味
期
限
』と
い
う
も
の
が
あ
る
」と

あ
り
、
後
に「
翻
訳
」は「
言
語
技
術
の
問
題
で
あ
り
、
技
術
は
細
部
か
ら
古
び
て
い
く
も
の
」な
の
で
、「
不
朽
の
名
作

と
い
う
も
の
は
あ
っ
て
も
、
不
朽
の
名
訳
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
原
理
的
に
存
在
し
な
い
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。「
技

術
」で
あ
る「
翻
訳
」に
は「
賞
味
期
限
」が
あ
る
が
、
文
学
作
品
に
は「
賞
味
期
限
の
な
い
」も
の
が
あ
る
と
い
う
文
脈
な

の
で
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
七　

二
重
傍
線
部
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題
。
筆
者
の
考
え
は
、
二
重
傍
線
部
の
前
の
部
分
で
「
ど
の
よ
う
な

翻
訳
も
時
代
の
推
移
と
と
も
に
～
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
古
び
て
い
く
も
の
で
あ
る
」か
ら
、「
特
定
の
翻
訳
を
通
し
て
の

原
作
の『
刷
り
込
み
』み
た
い
な
も
の
は
時
と
し
て
む
し
ろ
作
品
そ
の
も
の
を
損
な
う
リ
ス
ク
を
は
ら
ん
で
い
る
」と
述

べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
特
定
の
翻
訳
に
よ
っ
て
原
作
の
イ
メ
ー
ジ
が
定
着
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
翻
訳
が
古

び
て
い
く
の
と
同
時
に
作
品
自
体
が
古
び
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、筆
者
は「
だ

か
ら
こ
そ
そ
の
時
代
そ
の
時
代
に
よ
っ
て
、
翻
訳
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
・
ア
ッ
プ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
」

と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
翻
訳
を
時
代
に
合
っ
た
文
章
に
刷
新
す
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択

肢
②
が
正
解
。
選
択
肢
①
は「
読
み
手
を
そ
の
作
品
を
め
ぐ
る
権
威
主
義
に
加
担
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
」「
原
作
が
本
来

持
っ
て
い
た
は
ず
の
持
ち
味
を
十
分
把
握
し
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
」が
、
誤
り
。
③
・
④
は
、
翻
訳
の
問
題
を
、

訳
者
の
技
術
の
問
題
と
し
て
い
る
点
が
誤
り
。
⑤
は「
常
に
多
様
な
選
択
肢
を
用
意
し
て
」「
時
代
を
先
取
り
し
た
訳
文

を
読
者
に
提
供
し
て
い
く
」が
、
誤
り
。

問
八　

二
重
傍
線
部
に
つ
い
て
内
容
を
問
う
問
題
。
筆
者
が『
グ
レ
ー
ト
・
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』を
訳
す
に
あ
た
っ
て
心
が
け
た
こ

と
に
つ
い
て
、「
ま
ず
ひ
と
つ
は
、
こ
れ
を『
現
代
の
物
語
』に
す
る
こ
と
」で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
、「
文
章
の
リ
ズ
ム
」

で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
選
択
肢
①
は
「
ス
コ
ッ
ト
・
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
文
章
に
は
独
特
の
素
晴
ら
し
い

リ
ズ
ム
が
あ
る
。
そ
れ
は
す
ぐ
れ
た
音
楽
を
思
わ
せ
る
優
美
な
リ
ズ
ム
だ
」「
僕
は
、
文
章
の
奏
で
る
リ
ズ
ム
を
な
に

よ
り
も
重
視
し
た
」に
合
致
す
る
。
選
択
肢
②
は「
僕
に
と
っ
て『
グ
レ
ー
ト
・
ギ
ャ
ツ
ビ
ー
』は
、
何
が
あ
ろ
う
と
現
代

に
生
き
て
い
る
話
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」「
彼
ら
は
我
々
の
肉
親
で
あ
り
～
隣
人
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ

の
た
め
に
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
会
話
が
生
命
を
持
っ
た
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
」に
合
致
す
る
。
選
択
肢
③
は「
彼
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ら
は
決
し
て
ひ
と
つ
の
か
た
ち
に
固
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
～
彼
ら
の
心
や
視
点
は

―
あ
な
た
や
僕
と
同
じ
生
身
の

人
間
と
し
て

―
微
妙
に
ぶ
れ
て
い
く
し
、
そ
れ
に
つ
れ
て
彼
ら
の
し
ゃ
べ
り
方
も
少
し
ず
つ
変
化
し
て
い
く
」
に
合

致
す
る
。
選
択
肢
④
は
「
古
風
な
言
い
回
し
や
時
代
的
な
装
飾
は
、
本
当
に
必
要
な
も
の
だ
け
を
残
し
、
あ
と
は
で
き

る
限
り
お
引
き
と
り
を
願
う
こ
と
に
し
た
」に
合
致
す
る
。
選
択
肢
⑤
は「
原
文
に
お
い
て
も
理
解
さ
れ
に
く
い
」が
、

本
文
の「
英
語
で
一
行
一
行
丁
寧
に
読
ん
で
い
か
な
い
こ
と
に
は
そ
の
素
晴
ら
し
さ
が
十
全
に
理
解
で
き
な
い
」「
彼
が

何
を
言
い
た
い
の
か
、
そ
れ
が
読
者
に
は
読
書
と
い
う
流
れ
の
中
で
何
の
不
都
合
も
な
く
～
一
瞬
に
し
て
理
解
で
き
て

し
ま
う
」に
合
致
し
な
い
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。

二問
五　

傍
線
部
の
理
由
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
の
部
分
で「
愚
僧
が
詠
歌
は
一
代
に
た
だ
一
首
に
て
候
ふ（
私
の
よ
う
な

者
が
詠
ん
だ
和
歌
は
一
生
の
間
に
こ
の
一
首
だ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
）」と
し
て
、「
今
度
の
撰
集
を
喜
悦
の
心
に（
今
度
の

撰
集
を
喜
ん
で
）」「
喜
撰
」と
称
し
、「
己
が
詠
み
置
く
歌
数
百
に
及
ぶ
中
を
撰
ん
で
、
皆
そ
の
不
可
を
捨
て
け
る
こ
と

（
自
分
が
詠
ん
だ
歌
が
数
百
に
及
ぶ
中
を
選
び
、
す
べ
て
よ
く
な
い
も
の
を
捨
て
た
こ
と
は
）」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
選

択
肢
②
「
勅
撰
集
編
纂
を
知
り
こ
れ
ま
で
詠
ん
で
き
た
多
く
の
自
分
の
詠
歌
の
代
表
作
一
首
だ
け
を
残
し
、
ほ
か
は
潔

く
捨
て
た
か
ら
」が
正
解
。

問
六　

本
文
の
内
容
の
読
み
取
り
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
の
部
分
で
、「
猿
丸
」
は
、「
元
弓
削
道
鏡
」
で
あ
り
、「
帝
位

に
望
み
を
掛
け
ま
く
も
忝
く
も
時
の
天
子
孝
謙
女
帝
に
密
通
し
て
（
天
皇
の
位
に
望
み
を
掛
け
、
恐
れ
多
く
も
時
の
天

皇
で
あ
る
孝
謙
女
帝
に
密
通
し
て
）」和
気
清
磨
を
宇
佐
八
幡
宮
に
遣
わ
し
、
神
勅
を
偽
ら
せ
て
皇
位
に
就
こ
う
と
し
た

が
失
敗
し
、
孝
謙
女
帝
が
崩
御
し
た
後
に「
下
野
国
」に
流
さ
れ
、
そ
の
際
に
名
前
を「
猿
丸
大
夫
」に
改
め
ら
れ
た
こ
と

が
書
か
れ
て
い
る
。
傍
線
部
は「
こ
の
猿
丸
と
い
う
名
前
を
も
記
さ
な
か
っ
た
」の
意
味
で
、
傍
線
部
の
後
の
文
に「
朝

廷
の
勅
撰
を
憚
る
所
以
な
り
」
と
あ
る
の
で
、
右
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
朝
廷
に
遠
慮
を
し
て
、
勅
撰
集
の
和
歌
の
作
者

と
し
て「
猿
丸
」と
い
う
名
前
を
記
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
以
上
の
内
容
を
ま
と
め
た
選
択
肢

⑤
が
正
解
。

問
七　

本
文
の
内
容
の
読
み
取
り
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
の
部
分
に
、「
忠
岑
」の「
有
明
の
～
」の
歌
は
、「
上
の
句
の

は
じ
め
の
文
字
と
下
の
句
の
は
じ
め
の
文
字
の
仮
名
」が「
同
じ
」で
あ
り
、
こ
れ
は「
両
頭
病
」と
い
う「
歌
の
病
」と
し

て
禁
止
さ
れ
た
詠
み
方
で
あ
っ
た
が
、「
忠
岑
」
の
歌
が
素
晴
ら
し
い
こ
と
か
ら
、「
後
代
に
は
歌
の
病
の
禁
、
少
し
沙

汰
し
や
み
侍
る
（
後
の
世
に
は
和
歌
の
読
み
方
の
禁
則
が
少
し
緩
和
さ
れ
ま
し
た
）」
と
あ
る
の
で
、
選
択
肢
③
が
正
解
。

①
は「
和
歌
の
実
作
者
の
立
場
か
ら
異
を
唱
え
て
改
訂
し
た
」が
、
②
は「
忠
岑
が
整
理
し
な
お
し
て
」が
、
④
は「
歌
病

で
は
な
い
と
忠
岑
が
証
明
し
た
」が
、
⑤
は「
非
難
さ
れ
た
和
歌
を
、
名
手
忠
岑
が
や
す
や
す
と
添
削
し
修
正
し
て
み
せ

た
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

Ⅰ問
五　

脱
文
補
充
問
題
。
脱
文
は「
生
産
物
」の「
使
用
価
値
」は「
そ
れ
自
体
が
有
す
る
」も
の
で
は
な
く
、「
社
会
内
の
関
係

に
媒
介
」
さ
れ
る
こ
と
で
存
在
す
る
、
と
い
う
文
脈
で
あ
る
。「
社
会
内
の
関
係
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
を

探
す
と
、
④
の
前
で
、「
私0

と
い
う
個
人
」が「
社
会
・
歴
史
的
な
関
係
の
網
目
の
産
物
」で
あ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い

る
。
そ
こ
で
、
脱
文
を
④
に
入
れ
る
と
、「
そ
の
関
係（
＝
社
会
内
の
関
係
）が
物
化
さ
れ
た
形
」を「
私
た
ち
」は「
自
存

的
実
体
と
錯
視
し
て
し
ま
う
」と
い
う
後
の
文
に
つ
な
が
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
六　

傍
線
部
に
つ
い
て
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。
①
は
本
文
の「
現
実
の
発
話
に
現
れ
た
言
行
為
は
、特
定
の
話
者
に
よ
っ

て
発
せ
ら
れ
た
具
体
音
の
連
続
で
あ
り
、
ソ
シ
ュ
ー
ル
は
こ
れ
を
パ
ロ
ー
ル
と
呼
ん
だ
」に
合
致
す
る
。
②
は「
人
間
の

も
つ
普
遍
的
な
言
語
能
力
・
シ
ン
ボ
ル
化
活
動
を〈
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
〉」と
し
、「
こ
れ
を
そ
の
社
会
的
側
面
で
あ
る〈
ラ

ン
グ
〉」と「
個
人
的
側
面
で
あ
る〈
パ
ロ
ー
ル
〉」に「
分
け
た
」と
い
う
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
。
③
は
本
文
の「
言
語

学
が
人
間
の〈
文
化
化0

さ
れ
た
自
然
〉の
根
柢
に
あ
る
分
節
言
語
を
探
ろ
う
と
す
る
営
為
で
あ
る
限
り
、
そ
の
対
象
は
ラ

ン
ガ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
べ
き
だ
が
、研
究
者
は
～
ラ
ン
グ
を
通
し
て
し
か
そ
の
本
質
に
は
迫
れ
な
い
」に
合
致
す
る
。
④
は
、

ラ
ン
グ
は「
超
個
人
的
な
抽
象
的
条
件
」「
一
つ
の
社
会
制
度
」で
あ
り
、「
社
会
成
員
の
暗
黙
の
契
約
の
ご
と
き
も
の
に

も
と
づ
い
て
い
る
」と
す
る
本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
。
⑤
は
、「
具
体
音
の
選
択
に
際
し
て
、〈
ラ
ン
グ
〉は
関
与
し
て

い
な
い
」が
、
本
文
の「
ラ
ン
グ
は
パ
ロ
ー
ル
の
条
件
で
あ
り
規
則
の
体
系
」に
、
合
致
し
な
い
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤

が
正
解
。

問
七　

傍
線
部
の
理
由
を
読
み
取
る
問
題
。
傍
線
部
の
前
の「
こ
れ
」は「
分
節
言
語
＝
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
」が
、「
間
接
性
、
代

替
性
、
非
現
実
性
に
よ
っ
て
人
間
の
一
切
の
文
化
的
営
為
を
可
能
に
し
た
」こ
と
を
指
す
。
傍
線
部
の
後
の
文
に「
人
間

は
言
葉
を
も
っ
た
そ
の
瞬
間
か
ら
モ
ノ
と
の
疎
隔

0

0

の
道
を
た
ど
り
は
じ
め
た
」「
幼
時
、
モ
ノ
の
名
を
知
ら
な
か
っ
た

頃
の
あ
の
新
鮮
な
モ
ノ
と
の
交
流
」が「
言
語
習
得
と
と
も
に
失
わ
れ
」「
抑
圧
」さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

言
語
を
用
い
る
こ
と
で「
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
認
識
で
き
」な
く
な
っ
た
こ
と
が「
悲
惨
」だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
よ
っ

て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。

問
八　

問
題
文
の
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。「
彼
の
考
え
た〈
体
系
〉」に
お
い
て
は「
個
は
～
他
の
個
と
の
共
存
と
全
体
と
の

関
連
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
存
在
す
る
関
係
態
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、「
個
の
特
徴
」
は
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る

も
の
で
は
な
く
、「
他
の
要
素
と
の
相
違
や
類
似
な
ど
」に
よ
っ
て
は
じ
め
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。
①
は「
個
は
あ
く
ま
で
も
個
」「
ど
の
よ
う
な〈
体
系
〉に
あ
っ
て
も
そ

の
特
徴
は
一
定
」が
、
③
は「
中
心
と
な
っ
て
い
る
唯
一
無
二
の
個
が
あ
り
、
そ
の
個
と
の
関
係
に
よ
っ
て
他
の
個
は
特

徴
づ
け
ら
れ
る
」が
、
④
は「
他
と
の
関
係
を
有
さ
な
い
独
立
し
た
個
も
存
在
す
る
」が
、
⑤
は「
個
が〈
体
系
〉の
特
徴
を

決
定
づ
け
る
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

Ⅱ問
四　

脱
文
補
充
問
題
。
脱
文
で
は「
知
識
と
し
て
概
念
色
が
そ
の
よ
う
に
見
え
さ
せ
て
い
る
」例
と
し
て「
緑
色
の
青
信
号

を
青
だ
と
感
じ
」た
り
、「
空
の
虹
が
七
色
に
見
え
」た
り
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、「
概
念
色
」に
よ
っ

て
見
え
る
色
が
影
響
を
受
け
る
と
い
う
文
脈
を
探
す
と
、
④
の
前
で
「
も
と
も
と
物
体
色
が
あ
る
場
合
で
さ
え
、
そ
れ

が
概
念
色
の
逆
投
影
で
上
書
き
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
④
が
正
解
。

問
六　

二
重
傍
線
部
に
つ
い
て
内
容
を
読
み
取
る
問
題
。「
概
念
色
か
ら
物
体
色
へ
の
逆
投
影
」と
は
、「
物
体
色
」が「
概
念
色
」

の
影
響
で「
上
書
き
さ
れ
」た
り
、「
概
念
色
だ
け
が
先
に
あ
り
、
そ
れ
が
物
体
色
と
し
て
現
実
化
」し
た
り
す
る
こ
と
で

あ
り
、
こ
れ
が「
普
遍
的
」で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、「
概
念
色
の
及
ぼ
す
力
は
一
般
に
大
き
い
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
の

で
、
選
択
肢
④
が
正
解
。
①
は「
物
体
色
と
は
異
な
る
概
念
色
が
確
固
と
し
て
存
在
す
る
」が
、
②
は「
物
体
色
の
知
覚

は
常
に
概
念
色
に
よ
っ
て
制
御
さ
れ
て
い
る
」が
、
③
は「
実
際
に
は
存
在
し
な
い
物
体
色
が
日
常
的
に
数
々
生
み
出
さ

れ
て
い
る
」が
、
⑤
は「
判
断
不
能
な
も
の
も
多
く
、
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
事
例
が
一
般
に
多
く
あ
る
」が
、
そ
れ

ぞ
れ
誤
り
。

問
七　

問
題
文
の
内
容
の
読
み
取
り
を
問
う
問
題
。
②
は
、ヘ
ッ
ド
マ
ウ
ン
ト
デ
ィ
ス
プ
レ
イ
を
使
っ
た
実
験
で
、バ
ー
チ
ャ

ル
リ
ア
リ
テ
ィ
の「
風
景
映
像
か
ら
部
分
的
に
色
を
抜
い
て
」も「
被
験
者
は
そ
の
こ
と
に
気
付
か
な
か
っ
た
」と
い
う
本

文
の
内
容
に
合
致
す
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。
①
は「
視
覚
で
捉
え
る
色
と
実
際
の
色
は
同
じ
」が
、
③
は「
無

数
の
色
を
明
確
に
区
別
で
き
る
」が
、
④
は「
全
く
解
明
さ
れ
て
い
な
い
」が
、
⑤
は「
人
間
は
七
色
以
上
の
有
彩
色
を
知

覚
で
き
な
い
」が
、
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

Ⅲ問
二　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。「
に
く
し
」は「
い
や
だ
。
憎
ら
し
い
」の
意
味
。「
つ
べ
し
」は
こ
こ
で
は「
き
っ
と
～

に
違
い
な
い
」の
意
味
。
よ
っ
て
、
傍
線
部
は「
不
快
な
も
の
の
一
つ
に
数
え
て
も
よ
い
に
違
い
な
い
」の
意
味
と
な
り
、

選
択
肢
③
が
正
解
。
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問
三　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。「
を
さ
を
さ
」は
下
に
打
消
の
語
を
と
も
な
い
、「
あ
ま
り
。
ほ
と
ん
ど
。
め
っ
た
に
」

な
ど
の
意
味
。
ま
た
、「
ひ
ぐ
ら
し
は
深
山
辺
の
も
の
に
や（
ひ
ぐ
ら
し
は
深
山
の
辺
り
に
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
）」に

続
く
文
で
あ
る
こ
と
か
ら
、「
聞
こ
え
ず
」な
の
は「
ひ
ぐ
ら
し
の
声
」で
あ
る
と
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

問
六　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。「
さ
が
な
し
」は「
た
ち
が
悪
い
」の
意
味
。「
す
る
も
の
か
は
」の「
か
は
」は
反
語
で
、「
す

る
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
い
や
す
る
も
の
で
は
な
い
」の
意
味
。
よ
っ
て
、
傍
線
部
は「
そ
の
よ
う
な
た
ち
の
悪
い
こ
と
を

す
る
べ
き
で
な
い
」の
意
味
と
な
り
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

問
七　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。「
も
の
」は「
も
の
の
数（
数
え
立
て
る
ほ
ど
の
も
の
）」の
意
味
。「
百
匹
は
も
の
の
数（
た

い
し
た
こ
と
）で
も
あ
り
ま
せ
ん
」と
い
う
意
味
な
の
で
、「
百
匹
く
ら
い
は
簡
単
だ
」と
い
う
こ
と
に
な
る
。
よ
っ
て
、

選
択
肢
④
が
正
解
。

問
九　

傍
線
部
の
意
味
を
問
う
問
題
。「
を
か
し
」に
は「
こ
っ
け
い
だ
。
心
ひ
か
れ
る
。
趣
が
あ
る
。
す
ば
ら
し
い
」な
ど
の

意
味
が
あ
る
が
、
傍
線
部
の
後
に「
人
び
と
え
た
へ
ず
、
く
つ
く
つ
と
わ
ら
ひ
ぬ
」と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は「
こ
っ

け
い
だ
」の
意
味
で
あ
る
と
わ
か
る
。「
ね
ん
ず
」は「
我
慢
す
る
。
こ
ら
え
る
」の
意
味
。
よ
っ
て
、
傍
線
部
は「
お
か
し

く
て
笑
い
た
く
な
る
の
を
こ
ら
え
て
」の
意
味
と
な
り
、
選
択
肢
①
が
正
解
。

一問
六　

論
の
流
れ
を
踏
ま
え
て
一
文
を
補
う
箇
所
を
問
う
問
題
。
一
文
は
、「
純
化
・
高
度
化
」
し
た
教
育
が
必
ず
し
も
「
人

間
の
幸
福
」
に
つ
な
が
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
趣
旨
で
あ
り
、「
純
化
・
高
度
化
」
し
た
教
育
に
対
し
て
疑
義
を
呈
し

て
い
る
の
で
、
直
後
に「
問
題
の
第
一
」と
し
て「
あ
ま
り
に
純
化
・
高
度
化
し
た
教
育
論
は
、
子
ど
も
と
い
う
存
在
、

あ
る
い
は
人
間
と
い
う
も
の
の
可
能
性
を
、
あ
ま
り
に
高
度
に
想
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
と
あ
る
②
に
入
れ
る
と

う
ま
く
つ
な
が
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
②
が
正
解
。

問
七　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の「『
真
の
教
育
』『
純
化
さ
れ
た
教
育
』」と
は「
資
質
・
能
力
や
コ
ン
ピ
テ
ン

シ
ー
が
描
く
教
育
／
学
習
論
」で
あ
り
、
具
体
的
に
は
傍
線
部
を
含
む
段
落
の
２
つ
前
の
段
落
の「
資
質
・
能
力
と
連
動

す
る
コ
ン
セ
プ
ト
と
し
て
の『
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
～
』」で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
内
容
は
次
の
段
落
で「
子
ど

も
が
自
ら
対
象
に
取
り
組
み
、
他
者
と
協
働
す
る
、
能
動
的
で
活
動
的
な
新
し
い
授
業
」と
し
て
、「
具
体
的
に
は
、
書

く
、
話
す
、
発
表
す
る
な
ど
子
ど
も
が
発
信（
外
化
）す
る
活
動
、
他
者
と
協
働
し
つ
つ
自
ら
問
題
を
発
見
し
ま
た
解
決

を
探
る
よ
う
な
問
題
解
決
学
習
・
探
究
型
学
習
な
ど
が
重
視
さ
れ
」、「
そ
の
よ
う
な
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
子
ど

も
は
、
手
持
ち
の
知
識
や
技
能
を
用
い
て
他
者
と
協
働
し
な
が
ら
対
象
と
関
わ
り
、
そ
の
過
程
で
資
質
・
能
力
を
増
大

さ
せ
て
い
く
」と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。
①
は「『
個
人
の
人
生
の
成
功
』～
あ
ら
か
じ
め
教

師
が
決
定
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
」が
、
②
は「
暗
記
や
単
調
な
技
能
訓
練
」に「
子
ど
も
た
ち
自
身
が
能
動
的
に
取
り

組
む
よ
う
動
機
付
け
を
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
積
極
的
な
意
義
を
与
え
て
い
く
」が
、
③
は「
教
師
が
適
切
な
回
答

を
示
し
て
い
く
」が
、
④
は「
教
師
や
周
囲
と
距
離
を
置
い
て
、
独
力
で
問
題
解
決
に
取
り
組
め
る
よ
う
な
教
育
」が
、

本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

問
八　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の「
純
化
し
た
理
想
の
教
育
」と
は
、「『
個
人
の
人
生
の
成
功
』と『
う
ま
く
機

能
す
る
社
会
』
に
必
要
な
人
間
像
・
能
力
観
を
定
義
し
、
そ
れ
を
子
ど
も
の
発
達
の
プ
ロ
セ
ス
に
落
と
し
込
」
み
、「
そ

の
プ
ロ
セ
ス
を
ら
せ
ん
状
に
通
過
す
る
過
程
で
、
子
ど
も
は
、
本
来
の
学
び
育
つ
力
を
解
放
さ
れ
、
否
む
し
ろ
、
一
つ

の
学
び
育
つ
力
そ
の
も
の
と
な
り
、
自
分
自
身
を
ま
す
ま
す
高
度
化
し
て
い
く
、
学
び
の
自
己
運
動
そ
の
も
の
と
な
る
」

と
い
う
こ
と
を
理
想
と
し
て
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
、「
そ
れ
を
教
育
が
夢
み
て
き
た
、
真
の

教
育
、
教
育
な
る
も
の
の
理
想
と
呼
ぶ
こ
と
に
、
わ
た
し
は
じ
つ
は
そ
れ
ほ
ど
躊
躇
が
な
い
」と
し
な
が
ら
も
、「
子
ど

も
の
学
び
育
つ
力
を
最
大
限
に
肯
定
す
る
資
質
・
能
力
も
、
ま
た
社
会
を
生
き
る
上
で
／
社
会
に
と
っ
て
有
意
味
な
教

育
課
程
も
、
そ
ん
な
現
実
の
子
ど
も
の
生
の
不
確
実
性
に
伴
走
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
高
度
か
つ
過
大
で
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
。
つ
ま
り「
子
ど
も
の
顔
を
し
て
い
な
い
」と
は
、「
理
想
に
基
づ
く
新
た
な
教
育
課
程
」が「
子
ど
も
の
負
担

を
度
外
視
し
て
い
る
点
で
、現
実
に
整
合
し
て
い
な
い
」と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、選
択
肢
④
が
正
解
。
①
は「
実

際
の
と
こ
ろ
は
、
本
当
に
子
ど
も
に
と
っ
て
必
要
な
内
容
の
教
育
を
提
供
し
よ
う
と
は
考
え
て
い
な
い
」が
、
②
は「『
う

ま
く
機
能
す
る
社
会
』の
形
成
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
が
、
子
ど
も
の『
個
人
の
人
生
の
成
功
』と
は
無
縁
で
あ
る
」が
、

③
は「
従
来
の
受
動
的
な
授
業
の
継
続
が
望
ま
れ
る
」が
、
⑤
は「
ほ
と
ん
ど
の
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
現
実
的
で
な
い
、

益
の
な
い
教
育
で
あ
る
」が
、
本
文
に
そ
の
よ
う
な
記
述
は
な
い
の
で
そ
れ
ぞ
れ
誤
り
。

二問
六　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。
傍
線
部
の
前
に「
荀
爽
」の
娘
と「
隠
瑜
」が
結
婚
し
、「
夫
、
こ
こ
ろ
ざ
し
深
く
て
、

ま
た
な
き
も
の
に
思
ひ
け
る
も
、
ま
こ
と
に
こ
と
わ
り
深
く
見
え
け
り
（
夫
は
愛
情
深
く
、
こ
の
上
も
な
く
大
事
な
人

と
思
っ
た
の
も
、
ま
っ
た
く
道
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
た
）」
が
、「
か
か
る
ほ
ど
に
、
こ
の
男
、
病
に
患
ひ
て
の
ち
、
い

く
ほ
ど
な
く
て
、
遂
に
は
か
な
く
な
り
ぬ（
こ
う
し
て
い
る
う
ち
に
、
夫
は
病
に
か
か
っ
た
後
に
、
間
も
な
く
亡
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
）」
と
あ
る
。「
娘
」
の
様
子
は
、「
あ
る
に
も
あ
ら
ぬ
心
地
し
て
、
悲
し
さ
の
あ
ま
り
に
や
、
命
も
絶
え
ぬ

と
ぞ
見
え
け
る
（
生
き
て
い
る
の
か
死
ん
で
い
る
の
か
わ
か
ら
な
い
よ
う
な
気
持
ち
で
、
悲
し
さ
の
あ
ま
り
だ
ろ
う
か
、

死
ん
で
し
ま
い
そ
う
に
思
わ
れ
た
）」と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
月
日
が
流
れ
て
も「
別
れ
の
涙
は
乾
く
時
無
か
り
け
り（
別

れ
の
涙
は
乾
く
時
が
な
か
っ
た
）」
に
続
い
て
、「
父
母
、『
い
か
に
し
て
、
忘
る
る
草
の
種
を
と
り
て
し
が
な
』
と
思
へ

ど（
父
母
は
ど
う
に
か
し
て
忘
れ
草
の
種
を
取
り
た
い
も
の
だ
と
思
っ
た
が
）」と
あ
る
の
で
、
こ
の
場
合
の「
忘
れ
草
」

は「
娘
」に
亡
き
夫
を
忘
れ
さ
せ
る
草
で
あ
る
と
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
⑤
が
正
解
。

問
八　

傍
線
部
の
内
容
を
問
う
問
題
。「
紅
の
涙
」は「
悲
し
み
の
あ
ま
り
流
す（
血
の
）涙
」の
意
味
。「
水
茎
」は「
筆
。
筆
跡
」

の
意
味
。「
ま
が
ふ
」は「
よ
く
似
て
い
て
区
別
が
つ
か
な
い
」の
意
味
。
よ
っ
て
、
選
択
肢
③「
悲
し
み
の
た
め
に
流
し

た
涙
の
跡
と
文
字
と
が
区
別
で
き
な
い
こ
と
」が
正
解
。

問
九　

本
文
の
内
容
の
読
み
取
り
を
問
う
問
題
。
①
は
、
本
文
に「
父
母
、『
い
か
に
し
て
、
忘
る
る
草
の
種
を
と
り
て
し
が

な
』と
思
へ
ど
」と
あ
る
の
に
合
致
す
る
。
②
は
、
本
文
に「
こ
の
男
、
思
ひ
の
ほ
か
に
、
年
ご
ろ
住
み
わ
た
り
け
る
妻
、

は
か
な
く
な
り
て
、
嘆
き
、
や
う
や
う
お
こ
た
る
ほ
ど
に
（
こ
の
男
は
、
思
い
が
け
な
く
、
長
年
連
れ
添
っ
た
妻
が
死

ん
で
し
ま
い
、
そ
の
嘆
き
が
、
よ
う
や
く
快
方
に
向
か
っ
て
い
た
お
り
に
）」と
あ
る
の
に
合
致
す
る
。
③
は
、
本
文
に

「
三
年
ば
か
り
に
な
り
ぬ
れ
ば
」「
こ
の
男
、
病
に
患
ひ
て
の
ち
、
い
く
ほ
ど
な
く
て
、
遂
に
は
か
な
く
な
り
ぬ
（
夫
は

病
に
か
か
っ
た
後
に
、
間
も
な
く
亡
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
）」
と
あ
る
の
に
合
致
す
る
。
④
は
「
愛
す
る
気
持
ち
が
失
せ

て
し
ま
っ
た
」が
本
文
に
な
く
、
合
致
し
な
い
。
よ
っ
て
、
④
が
正
解
。
⑤
は
、
本
文
に「
昔
の
男
よ
り
も
、
生
ま
れ
け

る
父
の
言
葉
、
お
ろ
か
に
覚
ゆ
る
こ
と
わ
り
に
、
ま
げ
て
な
ま
じ
ひ
に
出
で
立
ち
つ
つ
、
今
の
男
の
も
と
へ
ゆ
く
ゆ
く

も
、
袖
の
し
づ
く
、
乾
く
間
も
無
か
り
け
り
（
昔
の
夫
よ
り
も
、
自
分
を
生
ん
で
く
れ
た
父
の
言
葉
は
言
う
ま
で
も
な

く
も
ち
ろ
ん
大
切
に
思
わ
れ
る
道
理
に
、
し
い
て
む
り
を
し
て
出
か
け
、
新
し
い
夫
の
も
と
へ
行
き
な
が
ら
も
、
袖
に

か
か
る
涙
が
乾
く
間
も
な
か
っ
た
）」と
あ
る
の
に
合
致
す
る
。
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