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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。（
設
問
の
都
合
上
、
文
章
に
は
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

し
ょ
っ
ち
ゅ
う
散
歩
を
す
る
。
し
か
し
、
ふ
と
考
え
た
。「
散
歩
」
と
は
な
ん
ぞ
や
？

歩
け
ば
散
歩
に
な
る
と
い
う
わ
け
で
は①
な
い
。
目
的
地
へ
の
移
動
の
た
め
に
歩
く
の
で
は
、
散
歩
と
は
言
え
な
い
。「
目
的
な
し
に
歩
く
こ
と
」
と
言
い
た

く
な
る
が
、②
目
的
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。ア
カ
ン
ペ
キ
に
無
目
的
だ
と
、「
徘は

い
徊か

い
」
と
呼
ば
れ
か
ねａ
な
い
。

「
散
策
」
と
「
散
歩
」
は
違
う
の
だ
ろ
う
か
。
う
ー
む
。イ
ビ
ミ
ョ
ウ
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
も
私
の
語
感
だ
が
、
散
策
と
い
う
の
は
、
あ
る
エ
リ
ア
に
関
心
が

あ
り
、
そ
こ
を
観
察
し
た
り
楽
し
ん
だ
り
す
る
の
に
う
ろ
う
ろ
歩
く
こ
と
、
と
い
う
感
じ
が
す
る
。「
庭
の 

Ａ

 

」
は
、「
庭
を 

Ｂ

 

す
る
」
と
い

う
場
合
よ
り
も
庭
に
対
す
る
関
心
が
強
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
金き

ん

閣か
く

寺じ

か
ら
龍り

ょ
う
あ
ん
じ

安
寺
を
経
て
仁に

ん
な
じ

和
寺
ま
で
観
光
し
な
が
ら
歩
く
こ
と
を

「 

Ｃ

 

」
と
呼
ぶ
の
は
よ
い
と
思
う
が
、
こ
れ
も
歩
く
こ
と
よ
り
も
そ
の
エ
リ
ア
へ
の
関
心
が
勝
っ
て
い
る
の
で
、
私
と
し
て
は
「 

Ｄ

 

」
と
は
呼

び
が
た
い
。

そ
れ
に
、「
犬
の
散
歩
」
と
は
言
う
け
れ
ど
も
「
犬
の
散
策
」
と
は
言
わｂ
な
い
じ
ゃｃ
な
い
で
す
か
。
や
っ
ぱ
り
、
散
歩
と
散
策
は
違
う
。
散
歩
は
、
散
策
よ

り
も
ず
っ
と
歩
く
こ
と
自
体
を
楽
し
む
も
の
な
の
だ
。

と
は
い
え
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、「
陸
上
競
技
場
の
ト
ラ
ッ
ク
を
十
周
ほ
ど
散
歩
し
ま
し
た
」
と
も
言
え
そ
う
に
な
い
。
歩
く
こ
と
を
楽
し
む
と
は
、
左
右

の
足
を
交
互
に
出
す
運
動
を
楽
し
む
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、③
そ
こ
で
見
た
り
聞
い
た
り
感
じ
た
り
す
る
こ
と
を
楽
し
む
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。

散
歩
の
と
き
に
は
、
予
期
しｄ
な
い④偶ぐ

う然ぜ
んの

も
の
ご
と
に
気
持
ち
を
開
い
て
い
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
特
定
の
こ
と
に
心
を
奪
わ
れ
て
い
て
は
い
け
な
い
。

さ
さ
や
か
な
も
の
ご
と
に
対
す
る
感
受
性
を⑤
鋭
敏
に
し
て
お
く
。

さ
て
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
散
歩
」
を
定
義
す
る
と
ど
う
な
る
の
か 

―
― 
。

と
、
い
う
よ
う
な
こ
と
を
歩
き
な
が
ら
考
え
た
の
だ
が
、⑥
お
か
げ
で
散
歩
と
は
言
い
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

Ｅ

 

、
ポ
ケ
ッ
ト
に
は
万
歩

計
を
忍
ば
せ
て
い
た
り
も
す
る
の
だ
か
ら
、
ま
す
ま
す
散
歩
と
し
て
は
不
純
で
あ
る
。（

野の

矢や

茂し
げ
樹き

『
哲
学
な
日
々 

― 

考
え
さ
せ
な
い
時
代
に
抗
し
て
』
に
よ
る
）

一
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問
一　
二
重
傍
線
の
部
分 

ア
「
カ
ン
ペ
キ
」・
イ
「
ビ
ミ
ョ
ウ
」
を
漢
字
で
書
け
。

問
二　
空
欄 

Ａ

 

〜 

Ｄ

 

に
入
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
Ａ　
散
歩　
　
Ｂ　
散
策　
　
Ｃ　
散
歩　
　
Ｄ　
散
策

　
　
イ　
Ａ　
散
歩　
　
Ｂ　
散
策　
　
Ｃ　
散
策　
　
Ｄ　
散
歩

　
　
ウ　
Ａ　
散
策　
　
Ｂ　
散
歩　
　
Ｃ　
散
策　
　
Ｄ　
散
歩

　
　
エ　
Ａ　
散
策　
　
Ｂ　
散
歩　
　
Ｃ　
散
歩　
　
Ｄ　
散
策

問
三　
空
欄 

Ｅ

 
に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
し
か
し　
　
イ　
し
か
も　
　
ウ　
だ
か
ら　
　
エ　
そ
こ
で

問
四　
傍
線
の
部
分
①
「
な
い
」
と
同
じ
品
詞
の
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ａ　
呼
ば
れ
か
ね
な
い
。

　
　
ｂ　
言
わ
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

　
　
ｃ　
言
わ
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。

　
　
ｄ　
予
期
し
な
い
偶
然
の
も
の
ご
と

問
五　
傍
線
の
部
分
②
「
目
的
が
な
い
わ
け
で
も
な
い
」
と
あ
る
が
、
散
歩
の
目
的
と
は
何
か
。
解
答
欄
の
「
〜
こ
と
。」
に
続
く
よ
う
に
、
文
章
の
中
か
ら

十
字
で
抜
き
出
し
、
そ
の
ま
ま
書
け
。

問
六　
傍
線
の
部
分
③
「
そ
こ
」
が
指
す
箇
所
を
文
章
の
中
か
ら
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
そ
の
ま
ま
書
け
。

問
七　
傍
線
の
部
分
④
「
偶
然
」
の
対
義
語
を
漢
字
二
字
で
書
け
。

問
八　
傍
線
の
部
分
⑤
「
鋭
敏
」
と
同
じ
構
成
（
組
み
立
て
）
の
熟
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
移
動　
　
イ　
左
右　
　
ウ　
特
定　
　
エ　
定
義

問
九　
傍
線
の
部
分
⑥
「
お
か
げ
で
散
歩
と
は
言
い
が
た
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
文
章
の
中
の
言
葉
を
用
い
て
、
二
十
一
字

以
上
、
三
十
字
以
内
で
書
け
。（
句
読
点
を
含
む
。）
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

島
の
建
楽
寺
で
合
同
葬
儀
が
取
り
行お

こ
な
わ
れ
た
。

誠
（
修
平
の
担
任
）
吾

せ
い
ご

は
周（校

長
先
生
）

一
郎
と
葬
儀
に
参
列
し
た
。

修
（
小
学
四
年
生
）
平
は
参
列
者
が
焼
香
を
す
る
間
も①
ず
っ
と
う
つ
む
い
た
ま
ま
で
い
た
。

美み
ま
作さ
か
重

（
葉
名
浜
の
網
元
）
太
郎
が
最
後
に
挨
拶
を
し
た
。
重
太
郎
の
挨
拶
が
終お

わ
ろ
う
と
し
た
時
、

「
父
ち
ゃ
ん
は
、
死
ん
ど
ら
ん
」

と
大
声
が
響
い
た
。

修
平
だ
っ
た
。
さ（修

平
の
母
）

き
こ
が
修
平
を
抱
き
か
か
え
た
。
修
平
は
そ
の
手
を
払
っ
て
、
重
太
郎
の
前
に
駆
け
て
行
く
と
、

「
父
ち
ゃ
ん
は
死
ん
ど
ら
ん
。
葬
式
な
ん
か
す
る
な
。
な
ん
で
父
ち
ゃ
ん
を
海
に
置
い
て
皆
戻
っ
て
き
た
ん
じ
ゃ
」

重
太
郎
が②
目
を
む
い
て
修
平
を
見
た
。

「
父
ち
ゃ
ん
は
こ
の
島
で
一
番
強
い
漁
師
じ
ゃ
。
父
ち
ゃ
ん
が
死
ん
ど
る
は
ず
は
な
い
」

修
平
は
数じ
ゅ

珠ず

を
重
太
郎
に
投
げ
つ
け
た
。
そ
う
し
て
素
足
の
ま
ま
寺
の
御お

堂ど
う

を
駆
け
抜
け
て
門
の
方
へ
走
っ
て
行
っ
た
。

「
修
平
、
修
平
」

さ
き
こ
が
修
平
を
追
い
駆
け
て
、
御
堂
の
階
段
か
ら
名
前
を
呼
ん
で
い
た
。

「
好
き
な
よ
う
に
さ
し
と
き
な
さ
い
」

よ
（
誠
吾
の
下
宿
の
大
家
）

ね
が
さ
き
こ
に
言
っ
た
。

誠
吾
は
修
平
の
後
を
追
っ
た
。

修
平
は
建
楽
寺
か
ら
桟さ
ん
橋ば

し
へ
む
か
う
坂
道
を
一
気
に
下
り
て
行
く
。
誠
吾
は
修
平
の
う
し
ろ
姿
を
追
い
駆
け
な
が
ら
葉は

名な

浜は
ま
の
磯い

そ
へ
出
た
。

修
平
は
葉
名
浜
に
立
つ
と
、

「
父
ち
ゃ
ん
、
父
ち
ゃ
ん
」

大
声
で
叫
ん
だ
。

二
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島
の
ほ
と
ん
ど
の
人
は
葬
儀
に
出
て
、
葉
名
浜
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。
夏
に
む
か
う
海
は
オ
ダ
ヤ
カ
デ
光
り
か
が
や
い
て
い
た
。

「
父
ち
ゃ
ん
、
帰
っ
て
こ
い
」

修
平
の
声
が 

Ａ

 

に
変
わ
っ
て
い
た
。ａ
ち
い
さ
な
背
中
が
震
え
て
い
る
。
誠
吾
は
修
平
に
む
か
っ
て
歩
き
出
し
た
。
誠
吾
の
脇わ

き
を
追
い
越
す
人
が
い

た
。
見
る
と
、
あ
の
漁
師
の
作

（
葉
名
浜
の
釣
り
名
人
）

造
老
人
で
あ
っ
た
。

「
修
平
」

作
造
がｂ
低
い
声
で
言
っ
た
。

修
平
が
ふ
り
む
い
た
。

「
作さ
く

爺じ
い

、
父
ち
ゃ
ん
は
死
ん
ど
り
は
せ
ん
の
。
き
っ
と
帰
っ
て
く
る
の
」

と
顔
を 

Ｂ

 

言
っ
た
。

「
泣
く
な
」

「
泣
い
と
り
は
せ
ん
。
作
爺
、
父
ち
ゃ
ん
を
探
し
に
行
っ
て
く
れ
。
美
作
の
船
がｃ
す
ぐ
に
父
ち
ゃ
ん
を
探
し
に
行
か
ん
か
っ
た
か
ら
…
…
」

「
そ
れ
は
違
う
。
嵐
の
時
に
助
け
に
行
っ
た
ら
美
作
の
船
も
皆
や
ら
れ
た
。
葉
名
島
の
漁
師
に
そ
ん
な
者
は
お
ら
ん
」

「
父
ち
ゃ
ん
は
死
ん
ど
ら
ん
の
。
帰
っ
て
く
る
じ
ゃ
ろ
う
、
作
爺
」

「
帰
っ
て
は
こ
ん
」

「
う
そ
じ
ゃ
」

「
う
そ
じ
ゃ
な
い
」

「
う
そ
じ
ゃ
、
わ
し
が
探
し
に
行
く
。
わ
し
が
ひ
と
り
で
も
探
し
に
行
く
」

「
な
ら③
早は

よ
う
一
人
前
に
な
れ
」

修
平
は
作
造
に
突
進
し
て
行
く
と
、
黒
い
羽
織
り
を
つ
か
ん
で④
作
造
の
身か

ら
だ体

を
殴
り
は
じ
め
た
。
畜
生
、
畜
生
と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
修
平
は
作
造
の
羽
織

り
に
顔
を
埋う
ず

め
て
泣
き
は
じ
め
た
。

誠
吾
は⑤
黙
っ
て
海
を
見
つ
め
て
い
る
作
造
の
う
し
ろ
姿
を
見
な
が
ら
、
何
も
声
を
か
け
て
や
れ
な
い
自
分
が
口く

惜や

し
か
っ
た
。

の
ｄ

ど
か
な
初
夏
の
海
に
連
絡
船
が
ゆ
っ
く
り
と
進
ん
で
い
た
。⑥
そ
の
お
だ
や
か
な
風
景
は
誠
吾
に
は
ひ
ど
く
残ざ

ん
こ
く酷

に
見
え
た
。

（
伊い
じ
ゅ
う
い
ん
し
ず
か

集
院
静
『
機
関
車
先
生
』
に
よ
る
）
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問
一　
二
重
傍
線
の
部
分
「
オ
ダ
ヤ
カ
デ
」
を
終
止
形
に
し
、
漢
字
一
字
と
送
り
仮
名
に
直
せ
。（
送
り
仮
名
は
ひ
ら
が
な
で
書
く
こ
と
。）

問
二　
波
線
の
部
分
ａ
「
ち
い
さ
な
」・
ｂ
「
低
い
」・
ｃ
「
す
ぐ
に
」・
ｄ
「
の
ど
か
な
」
の
品
詞
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
ａ　
形
容
動
詞　
　
　
ｂ　
副
詞　
　
　
　
ｃ　
形
容
詞　
　
　
ｄ　
連
体
詞

　
　
イ　
ａ　
連
体
詞　
　
　
　
ｂ　
形
容
詞　
　
　
ｃ　
副
詞　
　
　
　
ｄ　
形
容
動
詞

　
　
ウ　
ａ　
形
容
動
詞　
　
　
ｂ　
形
容
詞　
　
　
ｃ　
副
詞　
　
　
　
ｄ　
連
体
詞

　
　
エ　
ａ　
連
体
詞　
　
　
　
ｂ　
副
詞　
　
　
　
ｃ　
形
容
詞　
　
　
ｄ　
形
容
動
詞

問
三　
空
欄 

Ａ

 

・ 

Ｂ

 
に
入
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
Ａ　
大
声　
　
Ｂ　
に
こ
に
こ
さ
せ
て

　
　
イ　
Ａ　
涙
声　
　
Ｂ　
に
こ
に
こ
さ
せ
て

　
　
ウ　
Ａ　
大
声　
　
Ｂ　
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
し
て

　
　
エ　
Ａ　
涙
声　
　
Ｂ　
く
し
ゃ
く
し
ゃ
に
し
て

問
四　
傍
線
の
部
分
①
「
ず
っ
と
う
つ
む
い
た
ま
ま
で
い
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
時
の
修
平
の
心
情
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
父
親
は
ま
だ
生
き
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
の
で
葬
儀
を
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
で
い
る
。

　
　
イ　
父
親
の
葬
儀
に
参
列
し
て
く
れ
た
島
の
人
た
ち
に
心
か
ら
感
謝
し
て
い
る
。

　
　
ウ　
父
親
が
死
ん
で
取
り
乱
し
て
は
い
け
な
い
と
懸
命
に
我
慢
し
て
い
る
。

　
　
エ　
父
親
を
亡
く
し
た
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
。

問
五　
傍
線
の
部
分
②
「
目
を
む
い
て
修
平
を
見
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
時
の
重
太
郎
の
心
情
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
同
情　
　
イ　
動
揺　
　
ウ　
憤
慨　
　
エ　
後
悔
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問
六　
傍
線
の
部
分
③
「
早
う
一
人
前
に
な
れ
」
と
あ
る
が
、
そ
う
言
っ
た
時
の
作
造
の
修
平
に
対
す
る
心
情
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
父
親
の
代
わ
り
と
し
て
家
族
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
成
長
し
て
ほ
し
い
。

　
　
イ　
大
人
と
し
て
の
物
言
い
が
で
き
る
よ
う
に
常
識
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
。

　
　
ウ　
悲
し
み
を
乗
り
越
え
て
い
く
精
神
的
な
強
さ
を
身
に
つ
け
て
ほ
し
い
。

　
　
エ　
父
親
を
越
え
る
よ
う
な
腕
の
い
い
漁
師
に
な
っ
て
ほ
し
い
。

問
七　
傍
線
の
部
分
④
「
作
造
の
身
体
を
殴
り
は
じ
め
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
時
の
修
平
の
心
情
と
し
て
適
当
な
も
の
を
二
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
父
親
の
消
息
を
知
り
な
が
ら
本
当
の
こ
と
を
教
え
て
く
れ
な
い
作
造
に
不
信
感
を
抱
い
て
い
る
。

　
　
イ　
自
分
を
子
ど
も
扱
い
し
た
作
造
に
成
長
し
た
姿
を
見
せ
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

　
　
ウ　
父
親
を
亡
く
し
た
や
り
場
の
な
い
悲
し
み
を
信
頼
す
る
作
造
に
ぶ
つ
け
て
い
る
。

　
　
エ　
自
分
の
苦
し
み
を
受
け
止
め
て
く
れ
な
い
作
造
に
怒
り
を
あ
ら
わ
に
し
て
い
る
。

　
　
オ　
作
造
が
父
親
を
探
し
に
行
っ
て
く
れ
な
い
こ
と
に
不
満
を
感
じ
て
い
る
。

問
八　
傍
線
の
部
分
⑤
「
黙
っ
て
海
を
見
つ
め
て
い
る
作
造
」
と
あ
る
が
、
そ
の
時
の
作
造
の
心
情
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
お
だ
や
か
な
海
を
眺
め
な
が
ら
傷
つ
い
た
自
身
の
心
を
癒い
や

し
て
い
る
。

　
　
イ　
修
平
を
落
ち
着
か
せ
る
こ
と
が
で
き
て
ひ
と
安
心
し
て
い
る
。

　
　
ウ　
聞
き
分
け
の
な
い
修
平
の
態
度
に
困
り
果
て
て
い
る
。

　
　
エ　
修
平
の
父
親
の
死
を
修
平
と
一
緒
に
耐た

え
て
い
る
。

問
九　
傍
線
の
部
分
⑥
「
そ
の
お
だ
や
か
な
風
景
は
誠
吾
に
は
ひ
ど
く
残
酷
に
見
え
た
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
五
十
字
以
内
で
書
け
。（
句
読
点
を
含
む
。）
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次
の
二
つ
の
文
章
（【
Ⅰ
】・【
Ⅱ
】）
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。（
設
問
の
都
合
上
、
文
章
に
は
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。）

【
Ⅰ
】寒

明
け
が
近
づ
く
と
、
心
な
し
か
日
が
長
く
な
り
、
日ひ

射ざ

し
も
暖
か
み
を
増
す
。「
陰
き
わ
ま
れ
ば
陽
と
な
る
」
と
い
う
け
れ
ど
も
、
寒
さ
も
底
を
打
ち
、

春
到
来
の
予
感
が
膨
ら
む
こ
ろ
、
立
春
が
や
っ
て
く
る
。
南な

ん
そ
う宋

の
張

ち
ょ
う
し
ょ
く

栻
（
一
一
三
三 

― 

一
一
八
〇
）
は
「
立り

っ
し
ゅ
ん
ぐ
う
せ
い

春
偶
成
」
と
題
す
る 

Ａ

 

で
こ
う
歌
っ
て

い
る
。

　
　
　
律
回
歳
晩
氷
霜
少　
　
　
律
回め

ぐ
り
歳と

し
晩く

れ
て　
氷
霜
少
な
し

　
　
　
①
春
到
人
間
草
木
知　
　
　
春　
人じ

ん
間か

ん
に
到い

た
ら
ば　
草
木
知
る

　
　
　
便
覚
眼
前
生
意
満　
　
　
便す

な
はち

覚
ゆ　
眼
前
に
生
意
満
つ
る
を

　
　
　
②
東
風
吹
水
緑
参
差　
　
　
東
風　
水
を
吹
き　
緑　
参し

ん
し差

た
り

「
暦
め
ぐ
っ
て
年
が
暮
れ
、
氷
や
霜
が
少
な
く
な
っ
た
。
春
が
地
上
に
や
っ
て
く
る
と
、
ま
っ
さ
き
に
草
や
木
が
そ
の
気
配
を
察
知
し
、
た
ち
ま
ち
あ
た
り

に
生
気
が
み
な
ぎ
っ
て
く
る
の
が
感
じ
ら
れ
る
。
東
風
が
水み

な
も面
に
吹
き
わ
た
り
、
緑
色
を
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
波
紋
が
浮
か
ぶ
」

こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
立
春
の
こ
ろ
に
な
る
と
、
じ
っ
と
寒
さ
に
耐た

え
な
が
ら
、
ひ
そ
か
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
蓄
え
て
い
た
草
木
が
い
っ
せ
い
に
生
気
を
発
散

し
は
じ
め
、
わ
が
家
の
ベ
ラ
ン
ダ
に
並
べ
た
鉢
植
え
の
植
物
群
も
、
こ
ぞ
っ
て
い
き
い
き
と
春
の
息い

ぶ吹
き
をア
漂
わ
せ
る
。

寒
さ
が
人
一
倍
こ
た
え
る
身
に
は
、
花
の
蕾つ

ぼ
みが

膨
ら
む
春
の
訪
れ
が
こ
と
の
ほ
か
う
れ
し
い
。

近
年
と
み
に
植
物
が
好
き
に
な
り
、
ベ
ラ
ン
ダ
の
鉢
植
え
に
毎
日
、
水
や
り
を
し
て
は
、
季
節
と
と
も
に
変
化
す
る
そ
の
姿
を
眺
め
る
の
が
、
無む

し
ょ
う性
に
楽
し

い
。自

然
の
め
ぐ
り
は
一
陰
一
陽
あ
る
い
は③
一
陽
来
復
。
陰
な
る
冬
の
寒
さ
が
極
ま
る
と
、
一
転
し
て
陽
気
が
立
ち
の
ぼ
り
、
晴
れ
や
か
な
花
の
春
が
や
っ
て

く
る
。
暗
い
ム
ー
ド
にイ
覆
わ
れ
た
こ
の
不
景
気
の
時
代
も
、
そ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
も
の
だ
と
つ
く
づ
く
思
う
。

（
井い

波な
み

律り
つ

子こ

『
一
陽
来
復 

― 

中
国
古
典
に
四
季
を
味
わ
う
』
に
よ
る
）

三
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【
Ⅱ
】

『
古
今
集
』
の
四
季
は
、
春
の
胎た

い
ど
う動

を
う
た
う 

Ｂ

 

の
次
の
一
首
か
ら
開
始
さ
れ
る
。

　
袖
ひ
ぢ
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を

　
　
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
む

「
袖
ひ
ぢ
て
」
の
「
ひ
ぢ
て
」
は
ぬ
ら
し
て
。「
む
す
び
し
水
」
の
「
む
す
ぶ
」
は
水
を
す
く
う
こ
と
。
つ
ま
り
、
袖
を
ぬ
ら
し
て
す
く
っ
た
水
が
凍
っ
て
い

た
の
を
、
春
立
つ 

Ｃ

 

の
風
は
と
か
す
こ
と
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
意
味
に
な
る
。
当
時
の
立
春
は
旧
暦
で
あ
る
か
ら
、
お
よ
そ
の
と
こ
ろ
立
春
と
正

月
は
重
な
っ
て
い
た
。

こ
の
歌
が
「
袖
ひ
ぢ
て
む
す
び
し
水
の
」
と
言
っ
て
い
る
の
は
い
つ
の
頃
を
指
し
て
い
る
の
か
と
い
え
ば
、
去
年
の
﹇ 

Ⅰ 

﹈、
水
辺
で
ノ
ウ
涼
し
た
時
の

思
い
出
を
指
し
て
い
る
。
そ
の
折
り
に
濡ぬ

ら
し
た
袖
の
水
が
、﹇ 

Ⅱ 

﹈
を
経
て
﹇ 

Ⅲ 

﹈
に
な
り
凍
っ
て
し
ま
っ
た
（
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
心
象
の
中
の
凍
っ
た

水
で
あ
る
）。
が
、
そ
の
水
も 

Ｃ

 

立
春
に
は 
Ｄ

 

か
ら
吹
い
て
く
る
﹇ 

Ⅳ 

﹈
風
に
と
け
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
の
だ
か
ら
、
い
わ
ば
こ

の
一
首
の
中
に
は
、﹇ 

Ⅰ 

﹈
か
ら
﹇ 

Ⅱ 

﹈、﹇ 

Ⅲ 

﹈
と
い
う
季
節
の
め
ぐ
り
が
う
た
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

現
実
に
と
け
る
の
は
﹇ 

Ⅲ 

﹈
の
氷
だ
が
、
そ
の
氷
の
中
に
は
﹇ 
Ⅰ 
﹈
の
思
い
出
が
と
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
歌
で
﹇ 

Ⅳ 

﹈
風
が
と
き
放
っ
て
く
れ

る
も
の
は
、
凍
っ
た
水
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
水
に
ま
つ
わ
っ
て
思
い
出
さ
れ
て
く
る
去
年
の
楽
し
か
っ
た
﹇ 

Ⅰ 

﹈
の
行
楽
の
日
々
で
も
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
（
大お

お
お
か
ま
こ
と

岡
信
『
う
た
の
歳
時
記　
第
１
巻　

春
の
う
た
』
に
よ
る
）

波
線
パ
ー
ツ
に
気
を
つ
け
る
！
！
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問
一　
二
重
傍
線
の
部
分 

ア
「
漂
」・
イ
「
覆
」
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
け
。

問
二　
波
線
の
部
分
「
ノ
ウ
」
の
漢
字
と
同
じ
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
技
芸
を
オ
サ
め
る
。

　
　
イ　
発
熱
を
オ
サ
め
る
。

　
　
ウ　
勝
利
を
オ
サ
め
る
。

　
　
エ　
会
費
を
オ
サ
め
る
。

問
三　
空
欄 

Ａ

 

に
入
る
漢
詩
の
形
式
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
五
言
絶
句　
　
イ　
五
言
律
詩　
　
ウ　
七
言
絶
句　
　
エ　
七
言
律
詩

問
四　
空
欄 

Ｂ

 

に
入
る
人
物
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。
た
だ
し
、
次
の
文
章
の
筆
者
と
す
る
。

　
　
ア　
松ま

つ
お
ば
し
ょ
う

尾
芭
蕉　
　
イ　
藤ふ

じ
わ
ら
の
さ
だ
い
え

原
定
家　
　
ウ　
西さ

い
ぎ
ょ
う
ほ
う
し

行
法
師　
　
エ　
紀き

の
つ
ら
ゆ
き

貫
之

や
ま
と
歌
は
、
人
の
心
を
種
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
言こ
と

の
葉
と
ぞ
な
れ
り
《　
Ｘ　
》。
世
の
中
に
あ
る
人
、
こ
と
わ
ざ
し
げ
き
も
の
な
れ
ば
、
心
に
思

ふ
こ
と
を
、
見
る
も
の
、
聞
く
も
の
に
つ
け
て
、
言
ひ
出い

だ
せ
る
な
り
。
花
に
鳴
く
鶯

う
ぐ
ひ
す、

水
に
す
む
蛙か

は
づの

声
を
聞
け
ば
、
生
き
と
し
生
け
る
も
の
、
い
づ

れ
か
歌
を
詠よ

ま
ざ
り
《　
Ｘ　
》。
力
を
も
入
れ
ず
し
て
天あ

め
つ
ち地
を
動
か
し
、
目
に
見
え
ぬ
鬼お

に
が
み神
を
も
あ
は
れ
と
思
は
せ
、
男

を
と
こ
を
ん
な
女
の
仲
を
も
和や

は
ら
げ
、
猛た

け
き

武も
の
の
ふ士
の
心
を
も
慰

な
ぐ
さ

む
る
は
、
歌
な
り
。
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問
五　
右
の
文
章
（「
や
ま
と
歌
は
、…
…
歌
な
り
。」
）
の
空
所
《　
Ｘ　
》
に
入
る
言
葉
を
ひ
ら
が
な
二
字
で
書
け
。

　
　
た
だ
し
、「
け
り
」
を
適
当
な
形
に
活
用
さ
せ
た
も
の
と
す
る
。

問
六　
空
欄 
Ｃ

 

に
入
る
適
当
な
言
葉
を
和
歌
の
中
か
ら
抜
き
出
し
、
漢
字
二
字
に
直
し
て
書
け
。

問
七　
空
欄 

Ｄ

 
に
入
る
適
当
な
文
字
を
文
章
【
Ⅰ
】
に
引
用
さ
れ
て
い
る
漢
詩
の
中
か
ら
一
字
で
抜
き
出
し
て
書
け
。

問
八　
空
所
﹇ 

Ⅰ 

﹈〜﹇ 

Ⅳ 

﹈
に
入
る
季
節
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
Ⅰ　
春　
　
Ⅱ　
夏　
　
Ⅲ　
秋　
　
Ⅳ　
冬

　
　
イ　
Ⅰ　
夏　
　
Ⅱ　
秋　
　
Ⅲ　
冬　
　
Ⅳ　
春

　
　
ウ　
Ⅰ　
秋　
　
Ⅱ　
冬　
　
Ⅲ　
春　
　
Ⅳ　
夏

　
　
エ　
Ⅰ　
冬　
　
Ⅱ　
春　
　
Ⅲ　
夏　
　
Ⅳ　
秋

問
九　
漢
詩
「
立
春
偶
成
」
転
句
の
書
き
下
し
文
に
用
い
ら
れ
て
い
る
表
現
技
法
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
の
記
号
を
書
け
。

　
　
ア　
倒
置　
　
イ　
比
喩　
　
ウ　
擬
人
法　
　
エ　
体
言
止
め

問
十　
傍
線
の
部
分
①
「
春
到
人
間
草
木
知
」・
②
「
東
風
吹
水
緑
参
差
」
に
返
り
点
を
そ
れ
ぞ
れ
付
け
よ
。（
①
・
②
と
も
送
り
仮
名
は
付
け
な
い
こ
と
。）

問
十
一
傍
線
の
部
分
③
「
一
陽
来
復
」
の
意
味
を
文
章
【
Ⅰ
】
の
中
か
ら
十
字
で
抜
き
出
し
、
そ
の
ま
ま
書
け
。



問
一

ア

イ

問
二

問
三

問
四

問
五

こ
と
。

問
六

問
七

問
八

問
九

21

30

問
一

問
二

問
三

問
四

問
五

問
六

問
七

問
八

問
九

2040

50

問
一

ア

イ

問
二

問
三

問
四

問
五

問
六

問
七

問
八

問
九

（
①
・
②
と
も
送
り
仮
名
は
付
け
な
い
こ
と
。）

問
十

①

春
　
到
　
人
　
間
　
草
　
木
　
知

②

東
　
風
　
吹
　
水
　
緑
　
参
　
差

問
十
一

平
成
二
十
九
年
度
　
仁
愛
女
子
高
等
学
校
入
学
試
験
　
国
語
解
答
用
紙

受　験　番　号

一二三


