
平
成
釦
年
度
鹿
屋
中
央
高
等
学
校
入
学
試
験
問
題

5 4 3 2 1

監
督
者
の
「
始
め
」
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

問
題
用
紙
は
表
紙
を
入
れ
て
七
ペ
ー
ジ
で
す
。
こ
れ
と
は
別
に
解
答
用
紙
が
一
枚
あ
り
ま
す
。

受
験
番
号
は
、
解
答
用
紙
及
び
問
題
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
記
入
し
な
さ
い
。

答
え
は
、
問
題
の
指
示
に
従
っ
て
、
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。

監
督
者
の
「
や
め
」
の
合
図
で
す
ぐ
に
や
め
な
さ
い
。

国

三五
回口

注
意

閏－－
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回 回
耐
釧
ね
ゆ
る
偉
人
伝
を
一
冊
も
読
ま
ず
に
大
人
に
な
っ
た
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
、

と
思
う
。
私
も
、
小
学
生
の
頃
、
学
校
の
図
書
館
か
ら
手
当
た
り
し
だ
い
に
偉
人

の
ぞ

伝
を
借
り
出
し
て
は
、
熱
中
し
て
読
ん
だ
覚
え
が
あ
る
。
書
店
や
図
書
館
を
覗
く

３
次
の
行
書
で
書
か
れ
た
漢
字
を
措
書
で
書
く
と
き
に
、
総
画
数
が
一
つ
だ
け

異
な
る
も
の
が
あ
る
。
総
画
数
が
異
な
る
も
の
一
つ
を
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

２
次
の
①
。
②
の
文
を
完
成
さ
せ
る
た
め
に
は
、
（
）
の
ア
ー
エ
の
う

ち
、
最
も
適
当
な
言
葉
は
ど
れ
か
。
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
よ
。

次
の
１
～
３
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

１
次
の
ｌ
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
，
漢
字
は
仮
名
に
し
て
書
け
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
１
～
６
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

Ｉ
②
多
数
派
の
意
見
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
（
ア
不
老
不
死

イ
風
光
明
媚
ウ
粉
骨
砕
身
工
付
和
雷
同
）
す
る
べ
き
で
は
な
い
。

①
鹿
児
島
マ
ラ
ソ
ン
の
日
は
、
コ
ー
ス
周
辺
で
交
通
が
（
ア
規
制
イ
既
成

ウ
奇
声
工
帰
省
）
さ
れ
て
い
る
。

(5) （3） （1）

ア
イ
ウ
エ

花
泳
宕
揮

優
雅
な
生
活
。

台
風
の
進
路
が
西
に
偏
る
。

早
起
き
の
シ
ュ
ウ
カ
ン
。

(6) （4） （2）

土
器
を
陳
列
す
る
。

こ
の
辞
典
は
ア
シ
み
が
あ
る
。

の
ど
が
カ
ワ
く
。

と
、
昔
と
同
じ
よ
う
な
顔
ぶ
れ
の
子
供
向
け
偉
人
伝
が
何
種
類
も
並
ん
で
い
て
、

い
ま
も
昔
も
、
偉
人
伝
が
子
供
の
た
め
の
本
の
有
力
な
一
分
野
と
な
っ
て
い
る
こ

’

と
に
は
変
わ
り
が
な
い
こ
と
が
よ
く
制
別
調
副
。

た
し
か
に
、
偉
人
の
生
涯
は
感
動
的
で
、
面
白
い
。
そ
し
て
、
親
や
教
師
が
教

ウ

え
る
こ
と
も
、
模
範
を
詞
詞
こ
と
も
で
き
な
い
よ
う
な
人
間
の
す
ば
ら
し
い
生
き

（
注
）

方
、
行
動
、
も
の
の
考
え
方
を
伝
え
て
く
れ
る
。
幼
少
の
み
ぎ
り
に
偉
人
伝
か
ら

得
た
感
動
や
教
訓
が
幾
分
な
り
と
も
残
存
し
て
い
れ
ば
、
大
人
の
世
界
も
少
し
は

変
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
さ
え
思
え
て
く
る
。

ｎ
同
Ｕ
、
大
半
の
大
人
は
、
偉
人
伝
と
聞
い
て
も
、
そ
ん
な
も
の
は
子
供
の
読

遍

み
物
に
す
ぎ
な
い
と
斗
蹴
制
引
か
も
し
れ
な
い
。
世
の
た
め
、
人
の
た
め
に
尽
く

し
た
偉
人
の
生
涯
は
あ
ま
り
に
無
邪
気
で
単
純
す
ぎ
て
、
大
人
の
世
界
に
は
通
用

か
ね
も
う
（
注
）

す
る
わ
け
が
な
く
、
そ
れ
よ
り
も
立
身
出
世
や
金
儲
け
の
ハ
ウ
ツ
ー
を
教
え
て
く

れ
る
物
語
の
ほ
う
が
大
人
に
と
っ
て
は
面
白
く
て
た
め
に
な
る
と
い
う
こ
と
の
よ

う
だ
。と

は
い
え
、
そ
う
い
う
大
人
も
、
自
分
の
子
供
に
は
偉
人
伝
を
読
む
こ
と
を
す

す
め
、
そ
叱
か
ら
何
か
よ
い
こ
と
を
読
み
取
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
に
ち
が

い
な
い
。
大
人
に
は
う
し
ろ
め
た
さ
が
あ
る
の
だ
。
自
分
は
も
は
や
偉
人
に
な
れ

る
は
ず
も
な
い
し
、
偉
人
に
な
り
た
い
と
も
思
わ
な
く
な
っ
た
大
人
に
も
、
わ
が

き
も
ち

子
に
は
一
片
の
希
望
を
託
す
気
持
が
心
の
片
隅
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

た
し
か
に
偉
人
伝
は
幼
少
時
代
の
貴
重
な
読
書
体
験
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、

私
は
、
こ
れ
を
子
供
だ
け
に
独
占
さ
せ
て
お
く
の
は
何
と
も
も
っ
た
い
な
い
気
が

し
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
偉
人
伝
か
ら
学
ぶ
べ
き
は
む
し
ろ
大
人
の
ほ
う
で
は

な
か
ろ
う
か
。
子
供
に
と
っ
て
の
模
範
が
大
人
に
と
っ
て
も
模
範
で
あ
っ
て
な
ぜ

い
け
な
い
の
か
。
大
人
の
た
め
の
偉
人
伝
と
い
っ
た
も
の
が
あ
っ
て
も
い
い
と
い

う
の
が
、
か
ね
て
か
ら
の
私
の
考
え
で
あ
る
。
海
千
山
千
の
大
人
た
ち
も
時
に
は

偉
人
伝
を
読
ん
で
感
動
し
て
み
る
の
も
い
い
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

②

そ
も
そ
も
、
偉
人
と
は
何
か
。
偉
人
と
目
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
間
の
生
涯
を

「国二~巨一］



調
べ
て
み
て
、
偉
人
の
第
一
条
件
と
し
て
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
は
、
人
の
た

め
に
奉
仕
す
る
と
い
う
献
身
的
行
動
で
あ
る
。
我
欲
を
捨
て
、
他
人
の
た
め
に
尽

く
す
こ
と
を
無
上
の
幸
福
と
感
ず
る
と
こ
ろ
に
、
私
は
、
偉
人
の
共
通
点
を
見
つ

け
た
い
。
こ
の
条
件
か
ら
見
る
と
、
い
わ
ゆ
る
偉
人
伝
に
収
め
ら
れ
た
人
物
の
な

か
に
は
失
格
者
も
少
な
く
な
い
こ
と
に
気
づ
く
は
ず
で
あ
る
。

ｎ
ｈ
Ｕ
、
こ
の
よ
う
な
献
身
的
行
動
の
も
と
に
あ
る
の
は
、
各
人
特
有
の
理
想

で
あ
る
。
理
想
を
持
た
な
い
偉
人
は
な
い
。
す
べ
て
の
偉
人
は
理
想
主
義
者
で
あ

り
、
同
時
に
、
実
践
の
人
で
あ
る
。
偉
人
が
世
に
知
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
理
想
の

ゆ
え
で
は
な
く
、
そ
の
実
践
的
行
動
の
ゆ
え
で
あ
る
。
ま
た
、
偉
人
伝
に
欠
か
せ

は
ら
ん
ば
ん
じ
よ
う

な
い
の
は
、
人
に
感
動
を
与
え
る
よ
う
な
生
涯
の
物
語
で
あ
る
が
、
波
潤
万
丈
の

生
涯
の
み
が
人
を
感
動
さ
せ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
生
活
と
行
動
を
通
し
て
、

人
び
と
に
勇
気
と
元
気
、
そ
し
て
希
望
を
与
え
る
こ
と
こ
そ
、
偉
人
伝
の
も
っ
と

も
大
き
な
効
能
と
言
っ
て
い
い
。
そ
し
て
、
分
別
の
あ
る
大
人
な
ら
、
偉
人
の
生

涯
を
追
体
験
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
多
少
な
り
と
腱
撫
戯
な
気
分
に
な
ら
ざ
る
を

え
な
い
だ
ろ
う
。

こ
の
ほ
か
に
も
「
偉
人
の
条
件
」
は
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
も

う
ひ
と
つ
触
れ
て
お
き
た
い
の
は
、
偉
人
は
そ
の
時
代
や
社
会
の
な
か
で
生
き
た

人
間
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仙
人
は
偉
人
に
は
な
れ
な
い
。
そ
の
時
代
の
緊
急

今
つ
＊
つ

を
要
す
る
難
問
を
み
ず
か
ら
引
き
受
け
る
と
こ
ろ
か
ら
偉
人
は
生
れ
、
偉
人
の
献

し
ょ
う
さ
ん

身
的
行
動
は
同
時
代
の
人
び
と
に
理
解
さ
れ
、
賞
讃
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
死
後

百
年
た
つ
て
発
見
さ
れ
た
偉
人
な
ど
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
。
こ
の
点
が
偉

人
と
天
才
の
ち
が
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
だ
れ
も
気
が
つ
か
な
い
こ
と
を
取
り
あ

げ
て
ま
っ
た
く
新
し
い
ア
イ
デ
ア
を
生
む
天
才
は
、
い
わ
ば
時
代
の
外
で
、
と
い

う
よ
り
も
時
代
を
超
え
て
生
き
て
い
る
人
間
で
あ
り
、
そ
の
真
価
が
発
見
さ
れ
る

に
は
数
世
代
あ
る
い
は
数
百
年
を
要
す
る
こ
と
も
め
ず
ら
し
く
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
偉
人
の
ば
あ
い
は
時
代
の
な
か
で
役
割
を
果
た
し
終
え
る
と
、
た
ち
ま
ち
古

め
か
し
い
人
間
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
大
人
が
偉
人
伝
に
あ
ま
り
興
味
を
示
そ
う

と
し
な
い
の
は
こ
の
た
め
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
私
が
偉
人
伝
を
推
奨
す
る

も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
理
由
と
し
て
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
天
才
に
は
な
れ
な
い
が
、

し
か
し
、
偉
人
に
は
な
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
希
望
を
持
っ
て
も
よ
い
と
い

う
こ
と
が
あ
る
。
天
才
の
ま
ね
ご
と
は
と
う
て
い
不
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
偉

人
の
ま
ね
ご
と
ぐ
ら
い
は
だ
れ
に
で
も
で
き
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
偉
人
伝
を

読
ん
で
元
気
づ
け
ら
れ
る
の
も
、
偉
人
と
共
通
す
る
何
恥
が
わ
れ
わ
れ
の
な
か
に

も
あ
る
こ
と
を
感
じ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
楽
観
的
な
考
え

か
ら
偉
人
の
生
涯
を
振
り
か
え
っ
て
み
る
と
、
大
人
に
な
っ
た
わ
れ
わ
れ
に
も
、

偉
人
伝
は
な
か
な
か
面
白
く
て
、
た
め
に
な
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て

く
る
に
ち
が
い
な
い
。

（
木
原
武
一
「
大
人
の
た
め
の
偉
人
伝
」
に
よ
る
）

（
注
）
幼
少
の
み
ぎ
り
Ⅱ
幼
い
と
き
、
幼
い
こ
ろ
。

ハ
ウ
ツ
ー
Ⅱ
実
用
的
な
知
識
や
技
術
。

敬
慶
な
Ⅱ
心
か
ら
う
や
ま
い
、
つ
つ
し
む
。

１
１
線
部
ア
ー
エ
の
単
語
の
中
か
ら
、
品
詞
が
他
と
異
な
る
も
の
を
一

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

２
本
文
中
Ｑ
Ⅱ
Ⅱ
側
Ｕ
・
ｎ
Ｍ
ｎ
Ｕ
に
あ
て
は
ま
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、

最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
（
ａ
だ
か
ら
ｂ
そ
の
う
え
）

イ
（
ａ
し
か
し
ｂ
と
こ
ろ
で
）

ウ
言
た
と
え
ば
ｂ
た
し
か
に
）

工
（
ａ
つ
ま
り
ｂ
な
ぜ
な
ら
）

３
１
線
部
①
「
大
人
に
は
う
し
ろ
め
た
さ
が
あ
る
の
だ
」
と
あ
る
が
、

な
ぜ
「
大
人
に
は
う
し
ろ
め
た
さ
が
あ
る
」
の
か
。
六
十
五
字
以
内
で
書
け
。
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５
１
線
部
③
「
そ
う
い
う
楽
観
的
な
考
え
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の

と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
偉
人
の
ま
ね
ご
と
を
し
て
自
分
と
の
共
通
点
を
探
し
、
か
つ
、
天
才
の

行
動
を
ま
ね
し
て
い
け
ば
、
天
才
に
な
れ
る
可
能
性
も
わ
ず
か
な
が
ら
生

ま
れ
る
と
い
う
考
え
。

イ
偉
人
の
ま
ね
ご
と
を
す
れ
ば
、
そ
の
真
価
が
数
世
代
あ
る
い
は
数
百
年

の
後
に
は
認
め
ら
れ
、
人
び
と
に
勇
気
と
元
気
、
そ
し
て
希
望
を
与
え
る

だ
ろ
う
と
い
う
考
え
。

ウ
偉
人
伝
か
ら
は
、
自
分
に
共
通
す
る
何
か
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
、
た

と
え
天
才
に
は
な
れ
な
い
と
し
て
も
、
偉
人
に
は
な
れ
る
可
能
性
が
あ
る

だ
ろ
う
と
い
う
考
え
。

工
偉
人
伝
を
自
分
と
共
通
す
る
こ
と
を
探
し
な
が
ら
読
む
と
、
大
人
の
わ

れ
わ
れ
に
も
面
白
い
と
わ
か
り
、
た
め
に
な
る
も
の
だ
と
理
解
で
き
る
は

ず
だ
と
い
う
考
え
。

４
次
の
文
章
は
、
ｌ
線
部
②
「
偉
人
と
は
何
か
」
に
つ
い
て
筆
者
が
考

え
る
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
ｎ
川
Ｕ
、
ｎ
Ⅲ
Ｕ
に
は
二
十
三
字

で
そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
か
ら
最
も
適
当
な
言
葉
を
抜
き
出
し
て
書
き
、
ま
た
、

、
Ⅲ
Ｕ
に
は
二
十
字
以
内
の
言
葉
を
考
え
て
書
け
。

一毎口

今
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
１
０
１
０
Ｉ
ｌ
Ｏ
■
■
■
ｑ
凸
ロ
ロ
甲
昼
■
■
》
、
■
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
６
０
マ
０
．
１
０
：
９
０
０
０
０
１
■
９
０
０
１
０
１
１
０
０
０
■
■
■
ｇ
■
■
ユ
ロ
ュ
ロ
０
凸
■
Ｉ
ｂ
■
Ｉ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
Ｏ
０
６
１
▲
７
０
０
．
９
１
１
０
０
０
１
１
１
０
１
０
０
０
凸
■
一
■
凸
■
０
０
０
０
０
１

偉
人
と
は
、
理
想
を
持
ち
、
か
つ
、

ｎ
Ｎ
Ⅲ
Ｕ
と
感
じ
、
人
の
た
め

一つ寺一一 口

に
尽
く
す
人
物
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

ｎ
Ⅲ
Ｕ
と
い
う
献
身
的
一

一
な
行
動
の
た
め
に
、
同
時
代
の
人
び
と
か
ら
賞
讃
さ
れ
る
。
偉
人
は
そ
一

一
う
し
た
行
動
を
実
践
す
る
人
物
で
あ
る
た
め
、

ｎ
Ⅲ
Ｕ
人
物
と
し
て

一一 一

一
世
に
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

Ｐ
０
８
日
８
１
９
口
■
０
０
８
０
８
０
■
０
●
■
８
０
１
０
０
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｐ
Ｊ
Ｉ
８
０
１
１
Ｉ
０
０
０
０
０
０
０
１
８
０
０
０
１
凸
Ｕ
０
０
０
０
０
１
１
０
１
Ｉ
６
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｐ
Ｊ
ｐ
－
Ｉ
０
０
０
０
０
０
０
０
０
凸
■
』
Ｄ
Ｂ
Ｆ
Ｂ
０
Ｂ
０
０
０
二
Ｂ
Ｉ
Ｏ
Ｉ
０
０
ｐ
ｒ
ｌ
ｌ
Ｉ

条
件

川
六
行
以
上
八
行
以
下
で
書
く
こ
と
。

㈲
原
稿
用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
従
っ
て
、
文
字
、
仮
名
遣
い
も
正
確
に

書
く
こ
と
。

側
二
つ
の
意
見
は
、
Ａ
、
Ｂ
と
い
う
記
号
を
使
っ
て
示
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。

６
次
の
Ａ
、
Ｂ
の
意
見
を
読
み
、
あ
な
た
の
考
え
と
そ
の
理
由
を
書
け
。
た

だ
し
、
Ａ
、
Ｂ
の
ど
ち
ら
の
立
場
に
立
つ
か
を
明
確
に
し
、
あ
と
の
川
～
側

の
条
件
に
従
っ
て
書
く
こ
と
。

Ｂ
「
天
才
が
生
む
新
し
い
ア
イ
デ
ア
は
時
代
を
超
え
て
そ
の
真
価
が

発
見
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
の
で
、
何
か
解
決
す
べ
き
問
題
が
あ
る
と

き
は
、
偉
人
伝
よ
り
も
天
才
の
ア
イ
デ
ア
を
参
考
に
す
る
と
よ
い
。
」

Ａ
「
偉
人
伝
に
は
敬
虚
な
気
分
を
呼
び
起
こ
し
た
り
、
人
を
元
気
づ

け
た
り
す
る
力
が
あ
る
の
で
、
天
才
の
ア
イ
デ
ア
か
ら
学
ぶ
よ
り
も
、

偉
人
伝
を
読
む
こ
と
で
心
を
豊
か
に
す
る
と
よ
い
。
」

「国二~耳司



回
（
注
）
ほ
り
か
わ
ゐ
ん
（
注
）
か
げ
ゅ
の
す
け
あ
き
む
ね

堀
川
院
の
御
時
、
勘
解
由
次
官
明
宗
と
て
、
い
み
じ
き
笛
吹
き
あ
り
け
り
。

（
時
代
）
（
す
ば
ら
し
い
笛
の
奏
者
）

①

み
か
ど

ｌ
お
く

②

け
る
時
、
帝
の
御
前
と
恩
ふ
に
、
臆
し
て
、
わ
な
な
き
て
、

（
気
お
く
れ
し
て
）
（
震
え
て
）

ほ
い

（
注
）
③
陽
い
ト
ー
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

本
意
な
し
と
て
、
相
知
れ
り
け
る
女
房
に
仰
せ
ら
れ
て
、

（
残
念
に
思
わ
れ
て
）
（
よ
く
知
っ
て
い
る
）

た
な
く
て
思
ふ
さ
ま
に
吹
き
け
る
。
世
に
た
ぐ
ひ
な
く
、
め
で
た
か
り
け
り
。

（
並
ぶ
も
の
が
な
い
ほ
ど
）
（
み
ご
と
な
音
色
で
あ
っ
た
）

ち
ぎ

か
た
ら
ひ
契
り
て
、
吹
か
せ
け
り
。
「
女
房
の
聞
く
」
と
思
ふ
に
、
は
ば
か
る
か

（
約
束
を
交
わ
し
て
）
（
女
だ
け
が
聞
い
て
い
る
の
だ
）

④

ゆ
ゆ
し
き
心
お
く
れ
の
人
な
り
。
院
、
笛
聞
こ
し
め
さ
れ
む
と
て
、
召
し
た
り

（
お
聞
き
に
な
り
た
い
と
思
っ
て
）

さ
わ
ぎ
け
る
ほ
ど
に
、

（
動
揺
し
て
し
ま
い
）

お
ぼ

か
く
ほ
ど
ま
で
と
は
思
し
め
さ
ず
。

（
思
わ
な
か
っ
た
）

に
け
り
。

㈱
堀
川
院
Ⅱ
平
安
時
代
の
天
皇
（
帝
）
。

勘
解
由
次
官
Ⅱ
平
安
時
代
の
官
職
名
。

女
房
Ⅱ
宮
中
に
仕
え
る
女
性
。

れ
た
る
に
、
「
さ
は
、
帝
の
聞
こ
し
め
し
け
る
よ
」
と
、
た
ち
ま
ち
に
臆
し
て
、

ら
れ
た
の
で
）
（
さ
て
は
）
（
お
聞
き
に
な
っ
て
い
た
の
だ
）

に
呼
び
て
、
吹
か
せ
よ
。
わ
れ
、
立
ち
聞
か
む
と
仰
せ
あ
り
け
れ
ば
、
月
の
夜
、

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
１
～
５
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

た

た
ま

帝
、
感
に
堪
へ
さ
せ
給
は
ず
、
「
日
ご
ろ
、
上
手
と
は
聞
こ
し
め
し
つ
れ
ど
も
、

（
こ
ら
え
る
こ
と
が
お
で
き
に
な
ら
ず
）
（
笛
の
名
人
と
は
聞
い
て
い
た
が
）

あ
ん
ら
く
え
ん

縁
よ
り
落
ち
に
け
り
。
「
安
楽
塩
」
と
い
ふ
異
名
を
付
き

（
縁
側
か
ら
庭
に
）

い
侭
へ

い
と
ど
［
Ⅲ
Ⅱ
Ｕ
め
で
た
け
れ
」
と
仰
せ
出
さ

（
よ
り
一
層
）
（
お
言
葉
を
発
せ

（
「
十
訓
抄
」
に
よ
る
）

え
吹
か
ざ
り
け
り
。

（
吹
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
）

ほ
と

私
に
坪
の
辺
り

（
個
人
的
に
中
庭
の
辺
り
に
）

１
１
線
部
②
「
思
ふ
に
」
と
ｌ
線
部
④
「
世
に
た
ぐ
ひ
な
く
」
を

現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
て
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
け
。

２
ｎ
Ｈ
Ｕ
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

ア
こ
の
イ
こ
そ
ウ
こ
と
工
こ
れ

３
１
線
部
①
「
ゆ
ゆ
し
き
心
お
く
れ
の
人
な
り
」
の
内
容
と
し
て
最
も

適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
堀
川
院
は
、
素
晴
ら
し
い
笛
の
奏
者
で
あ
る
勘
解
由
次
官
明
宗
が
笛
を

吹
く
時
に
は
邪
魔
を
し
な
い
よ
う
に
と
て
も
気
を
つ
か
っ
て
い
た
。

イ
勘
解
由
次
官
明
宗
は
素
晴
ら
し
い
笛
の
奏
者
で
、
他
の
人
は
明
宗
が
い

る
時
に
は
気
お
く
れ
し
て
笛
を
吹
く
気
に
な
ら
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。

ウ
堀
川
院
は
音
楽
を
愛
す
る
風
流
な
帝
だ
が
、
外
見
が
い
か
め
し
く
、
御

前
に
参
上
し
た
者
は
気
お
く
れ
し
て
う
ま
く
演
奏
で
き
な
か
っ
た
。

工
勘
解
由
次
官
明
宗
は
素
晴
ら
し
い
笛
の
奏
者
だ
が
、
帝
の
御
前
で
は
気

お
く
れ
し
て
演
奏
が
で
き
な
い
よ
う
な
大
変
気
の
弱
い
人
だ
っ
た
。

４
１
線
部
③
「
仰
せ
ら
れ
て
」
と
あ
る
が
、
堀
川
院
は
何
と
お
っ
し
ゃ
っ

た
の
か
。
そ
の
初
め
と
終
わ
り
の
三
字
を
そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し

て
書
け
。

５
次
は
、
本
文
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
る
生
徒
ど
う
し
の
会
話
で
あ
る
。

ｎ
川
Ｕ
坐
Ⅱ
Ⅲ
Ｕ
に
適
当
な
言
葉
を
補
っ
て
会
話
を
完
成
さ
せ
よ
。
た
だ
し
、

同
佃
Ｕ
は
本
文
中
か
ら
十
八
字
の
言
葉
を
抜
き
出
し
、
ｎ
Ⅲ
Ｕ
・
口
Ⅲ
Ｕ
は
そ

れ
ぞ
れ
ふ
さ
わ
し
い
内
容
を
考
え
て
十
五
字
以
内
の
現
代
語
で
答
え
る
こ
と
。

生
徒
Ａ
「
帝
で
は
な
く
、
女
房
が
聞
い
て
い
る
と
思
っ
た
ら
、
雪
Ⅱ
川
Ｕ
』
と

い
う
の
は
、
明
宗
の
性
格
が
よ
く
出
て
い
る
ね
。
」

生
徒
Ｂ
「
明
宗
の
気
持
ち
、
わ
か
る
な
あ
。
帝
は
う
ま
い
作
戦
を
考
え
た
と

感
心
し
た
よ
。
と
こ
ろ
で
、
最
後
の
『
安
楽
塩
』
と
は
ど
う
い
う
意
味

だ
ろ
う
。
」

生
徒
Ａ
「
笛
の
音
色
に
感
動
し
た
帝
逆
Ⅲ
川
Ｕ
の
で
、
明
宗
は
、
Ⅲ
Ｕ
で
し
ょ

う
。
つ
ま
り
、
明
宗
が
『
あ
な
、
落
縁
』
し
た
、
と
い
う
の
を
、
ほ
と

ん
ど
同
じ
発
音
の
楽
曲
の
名
前
に
か
け
て
、
あ
だ
名
に
し
た
ん
じ
ゃ

な
い
か
し
ら
。
」

「国二~詞



囚

一
平
が
正
直
に
そ
う
言
う
と
、
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
は
顔
を
見
合
わ
せ
、
声

を
上
げ
て
笑
っ
た
。

あ
か
う
り

あ
ま
ず

克
夫
の
お
母
さ
ん
が
勧
め
て
く
れ
た
朱
瓜
の
漬
け
物
は
、
甘
酸
っ
ぱ
い
味
が
し

た
。
初
め
て
口
に
す
る
味
だ
っ
た
。
一
平
の
顔
を
見
て
、
二
人
は
ま
た
、
笑
っ
た
。

「
克
夫
は
、
帰
っ
て
く
る
と
、
一
平
君
の
話
だ
け
で
す
よ
」

克
夫
の
お
母
さ
ん
は
、
終
始
笑
み
を
浮
か
べ
、
柔
和
な
顔
を
し
て
一
平
を
も
て

「
よ
く
来
て
く
れ
た
ね
え
。
大
変
だ
っ
た
で
し
ょ
う
」

克
夫
の
お
母
さ
ん
が
、
お
父
さ
ん
と
一
緒
に
一
平
を
待
っ
て
い
た
。
一
平
は
、
実

際
、
こ
ん
な
に
長
い
距
離
を
歩
く
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。

「
疲
れ
ま
し
た
」

②

（
注
）
ほ
ん
む
ら

克
夫
の
家
は
、
学
校
か
ら
二
キ
ロ
ほ
ど
離
れ
て
い
た
。
本
村
を
通
っ
て
、
山
を
登

り
、
浜
づ
た
い
に
歩
い
た
後
、
川
を
横
切
る
と
、
克
夫
の
住
ん
で
い
る
村
に
着
く
。

あ
ま
り

克
夫
は
、
毎
日
こ
の
二
キ
ロ
余
の
道
を
歩
い
て
、
学
校
へ
や
っ
て
く
る
の
だ
。

と
も
よ

あ
き
お

村
に
は
、
も
ち
ろ
ん
克
夫
だ
け
で
な
く
、
同
じ
学
年
の
智
代
も
一
つ
上
の
昭
夫

も
い
た
。
小
中
学
校
の
生
徒
た
ち
が
合
わ
せ
て
十
数
名
ほ
ど
、
こ
の
村
か
ら
通
っ

て
い
る
。

村
か
ら
学
校
ま
で
の
道
の
り
は
険
し
く
、
人
一
人
が
や
っ
と
通
れ
る
よ
う
な
急

な
坂
道
を
登
っ
て
や
っ
て
く
る
の
だ
。

村
の
東
端
を
流
れ
る
川
に
は
、
橋
は
架
か
っ
て
い
な
か
っ
た
。
本
村
の
東
側
を

流
れ
る
川
に
も
、
橋
は
架
か
っ
て
い
な
い
。
ど
ち
ら
の
川
を
渡
る
と
き
も
、
河
口

す
そ
ま
く

の
浅
瀬
を
選
ん
で
、
ズ
ボ
ン
の
裾
を
捲
っ
て
渡
る
の
で
あ
る
。

二
つ
の
川
は
、
雨
が
降
る
と
増
水
し
た
か
ら
、
激
し
い
雨
の
降
る
日
な
ど
は
、
増

水
す
る
前
に
生
徒
た
ち
を
家
に
帰
す
た
め
に
、
学
校
が
臨
時
休
校
に
な
る
こ
と
も

度
々
あ
っ
た
。

一
平
は
、
克
夫
と
一
緒
に
そ
の
道
を
歩
い
た
。
時
に
は
、
克
夫
に
手
を
引
か
れ

る
砥
う
に
し
て
、
克
夫
の
家
に
た
ど
り
つ
い
た
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
１
～
５
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

克
夫
が
、
一
匹
の
犬
を
抱
き
か
か
え
て
そ
う
言
っ
た
。
白
い
子
犬
を
抱
え
て
い

る
。
こ
の
犬
が
も
ら
え
る
ん
だ
。
一
平
は
、
縁
側
か
ら
飛
び
降
り
る
よ
う
に
し
て

克
夫
の
脇
へ
駆
け
寄
っ
た
。

「
克
夫
は
、
一
平
君
に
、
犬
を
あ
げ
る
っ
て
楽
し
み
に
し
て
い
た
の
に
、
い
ざ
と
な

る
と
決
め
か
ね
て
ね
。
昨
日
か
ら
、
ど
っ
ち
に
し
よ
う
か
な
っ
て
話
ば
か
り
…
…
。

か
わ
い

ま
だ
、
二
匹
と
も
名
前
も
付
い
て
い
な
い
の
よ
・
一
平
君
、
可
愛
が
っ
て
あ
げ
て
ね
」

「
は
い
つ
」

一
平
は
、
そ
う
返
事
を
し
て
克
夫
の
抱
え
て
い
る
白
い
犬
を
見
た
。
そ
の
犬
を

手
に
抱
こ
う
と
す
る
と
、
克
夫
は
頭
を
振
っ
て
そ
の
犬
に
頬
ず
り
を
し
て
、
足
元

に
じ
や
れ
て
い
る
茶
色
の
犬
を
、
一
平
に
示
し
た
。

。
平
は
、
あ
の
犬
だ
」

一
瞬
戸
惑
っ
た
が
、
ど
ち
ら
の
犬
も
可
愛
か
っ
た
。
間
違
え
た
恥
ず
か
し
さ
を

隠
そ
う
と
し
て
、
一
平
は
す
ぐ
に
し
ゃ
が
ん
で
、
茶
色
の
子
犬
の
頭
を
撫
で
た
。
子

し
っ
ぽ

犬
は
ち
ぎ
れ
そ
う
に
尻
尾
を
振
っ
た
。
可
愛
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。

子
犬
を
抱
き
上
げ
る
と
、
克
夫
と
同
じ
よ
う
に
腕
に
抱
え
て
頬
ず
り
を
し
た
。
腕

な
し
た
。

た
く
さ
ん
の
暖
か
い
も
て
な
し
を
受
け
な
が
ら
も
、
一
平
の
目
は
始
終
、
庭
で

た
わ
む

戯
れ
て
い
る
二
匹
の
子
犬
に
注
が
れ
て
い
た
。
一
匹
は
、
白
い
犬
で
、
一
匹
は
茶

し
ば
い
ぬ

色
だ
。
ど
ち
ら
も
柴
犬
だ
。
克
夫
は
、
ど
ち
ら
の
犬
を
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ

の
こ
と
が
気
に
な
っ
て
し
ょ
う
が
な
か
っ
た
。

二
匹
と
も
ま
る
ま
る
と
太
っ
て
い
る
が
、
両
手
で
抱
き
か
か
え
る
こ
と
が
出
来

な

る
ほ
ど
に
、
ま
だ
小
さ
い
。
克
夫
が
、
二
匹
の
犬
を
撫
で
な
が
ら
、
抱
き
上
げ
た

り
頬
ず
り
を
し
た
り
し
て
い
る
。

し
ぐ
ぎ

一
平
は
、
そ
の
仕
草
を
見
な
が
ら
、
克
夫
は
、
本
当
は
子
犬
を
自
分
に
く
れ
た

く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
不
安
に
な
っ
て
き
た
。
早
く
ど
ち
ら
か
の
犬
を
抱
い
て

帰
り
た
か
っ
た
。
克
夫
の
気
が
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
と
、
祈
る
よ
う
な
気
持
ち
で
、

そ
の
仕
草
を
見
つ
め
て
い
た
。

「
克
夫
、
決
め
た
か
ね
？
」

お
母
さ
ん
の
声
に
、
し
ゃ
が
ん
で
い
た
克
夫
は
す
ぐ
に
立
ち
上
が
っ
た
。

「
決
め
た
」

③

「颪二~祠



の
中
に
抱
く
と
、
む
く
む
く
と
し
た
可
愛
い
動
き
と
温
か
い
体
温
が
伝
わ
っ
て
き

う
れ

た
。
子
犬
を
抱
き
な
が
ら
、
嬉
し
く
て
、
ひ
と
り
で
に
笑
み
が
こ
ぼ
れ
た
。
早
く

こ
こ
か
ら
立
ち
去
り
た
か
っ
た
。

一
平
は
、
克
夫
と
、
克
夫
の
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
に
丁
寧
に
お
礼
を
言
っ
た
。

お
す

め
す

克
夫
の
お
父
さ
ん
は
、
白
い
犬
は
雄
犬
で
、
茶
色
は
雌
犬
だ
と
言
っ
た
。
お
母
さ

ん
か
ら
は
、
お
土
産
に
朱
瓜
の
漬
け
物
を
も
ら
っ
た
。

一
平
は
も
う
一
度
、
丁
寧
に
お
礼
を
言
っ
て
、
茶
色
の
雌
犬
を
抱
い
た
。
そ
し

て
足
早
に
帰
路
に
つ
い
た
。
何
度
か
、
後
ろ
を
振
り
返
っ
た
。
克
夫
の
気
が
変
わ
つ

ぷ
子
犬
を
取
り
戻
し
に
来
る
の
で
は
な
い
か
と
気
に
な
っ
た
か
ら
だ
。

村
の
家
々
が
見
え
な
く
な
っ
た
と
こ
ろ
で
、
ホ
ッ
と
た
め
息
を
つ
い
た
。
そ
し

て
子
犬
に
何
度
も
何
度
も
頬
ず
り
を
し
た
。

「
メ
リ
、
メ
リ
に
し
よ
う
！
」

一
平
の
頭
に
、
突
然
子
犬
の
名
前
が
浮
か
ん
で
き
た
。
ど
う
し
て
、
そ
う
い
う

名
前
が
浮
か
ん
で
き
た
か
は
分
か
ら
な
い
。
弾
む
心
の
ま
ま
に
、
そ
ん
な
名
前
が

口
を
つ
い
て
出
て
き
て
い
た
。
早
く
名
前
を
付
け
る
こ
と
で
、
自
分
の
子
犬
に
し

た
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
異
国
風
の
名
前
を
付
け
る
こ
と
が
、
子

（
注
）

犬
を
育
て
る
と
い
う
異
次
元
の
よ
う
な
体
験
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

「
メ
リ
、
メ
リ
…
…
、
メ
リ
だ
！
」

口
に
出
せ
ば
出
す
ほ
ど
、
こ
の
犬
に
ふ
さ
わ
し
い
名
前
だ
と
思
っ
た
。

白
い
砂
浜
を
歩
き
な
が
ら
、
足
裏
に
感
じ
る
砂
の
感
触
が
、
克
夫
の
家
に
行
く

と
き
と
は
違
う
よ
う
に
感
じ
た
。
一
歩
一
歩
が
大
人
に
な
っ
て
い
く
よ
う
な
奇
妙

な
気
分
だ
。

波
が
、
音
を
立
て
な
が
ら
砂
浜
に
打
ち
街
せ
て
い
た
。
何
度
も
何
度
も
打
ち
寄

び
こ
う

潮
風
が
、
一
平
の
鼻
腔
を
く
す
ぐ
っ
た
。
一
平
は
、
メ
リ
を
抱
き
な
が
ら
、
時

折
、
目
を
細
め
、
青
い
海
を
眺
め
、
青
い
空
を
見
上
げ
な
が
ら
、
何
度
も
何
度
も

つ
ぶ
や

ほ
ほ
え

「
メ
リ
」
と
眩
い
て
、
ま
た
微
笑
ん
だ
。（

大
城
貞
俊
「
ア
ト
ム
た
ち
の
空
」
に
よ
る
）

平
自
身
の
よ
う

せ
て
、
白
い
泡
で
模
様
を
描
い
て
消
え
た
。
そ
の
波
を
動
か
し
て
い
る
の
さ
え
、
一

な
気
が
し
た
。

１
１
線
部
①
に
お
け
る
克
夫
の
母
の
気
持
ち
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、

最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
初
め
て
家
を
訪
ね
て
き
た
息
子
の
友
達
を
優
し
く
ね
ぎ
ら
う
気
持
ち
。

イ
久
し
ぶ
り
に
対
面
し
た
息
子
の
友
達
の
成
長
を
か
み
し
め
る
気
持
ち
。

ウ
本
村
に
住
む
息
子
の
友
達
が
家
に
来
て
く
れ
た
こ
と
に
驚
く
気
持
ち
。

工
息
子
に
仲
の
良
い
友
達
が
い
る
こ
と
を
心
か
ら
嬉
し
く
思
う
気
持
ち
。

２
１
１
１
線
部
②
は
、
克
夫
の
両
親
の
ど
の
よ
う
な
様
子
を
表
し
て
い
る
か
。

最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
体
が
弱
い
一
平
を
心
配
し
て
、
困
惑
す
る
様
子
。

イ
礼
儀
知
ら
ず
の
一
平
に
驚
き
、
あ
ざ
笑
う
様
子
。

ウ
正
直
な
一
平
に
好
感
を
持
ち
、
歓
迎
す
る
様
子
。

工
誠
実
な
一
平
に
感
心
し
て
、
一
目
を
置
く
様
子
。

３
１
１
１
線
部
③
に
お
け
る
克
夫
の
様
子
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
、
最
も

適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア
ど
ち
ら
の
子
犬
を
一
平
に
あ
げ
た
ら
よ
い
か
、
ま
だ
考
え
が
ま
と
ま
ら

な
い
の
で
克
夫
は
困
っ
て
い
る
。

イ
克
夫
は
一
平
が
白
い
子
犬
を
欲
し
が
る
だ
ろ
う
と
い
う
自
分
の
考
え
に

自
信
を
持
っ
て
い
る
。

ウ
本
当
は
ど
ち
ら
の
子
犬
も
あ
げ
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
あ
ふ
れ
て

克
夫
は
つ
ら
く
な
っ
て
い
る
。

工
克
夫
は
ど
ち
ら
の
子
犬
を
一
平
に
あ
げ
る
か
迷
っ
て
い
た
気
持
ち
が
今

で
は
も
う
な
く
な
っ
て
い
る
。

４
次
の
文
は
、
１
１
１
線
部
④
の
理
由
を
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。

、
Ⅲ
Ｕ
に
四
十
字
以
内
の
言
葉
を
考
え
て
補
い
、
文
を
完
成
さ
せ
よ
。

５
１
１
１
線
部
⑤
に
お
け
る
一
平
の
気
持
ち
を
六
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

克
夫
の
気
が
変
わ
る
の
で
は
な
い
か
と
不
安
だ
っ
た
が
、
ｎ
Ｍ
Ⅱ
Ｕ
か
ら
。

（
注
）
寒
村
Ⅱ
貧
し
く
さ
び
れ
た
村
。

本
村
Ⅱ
学
校
か
ら
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
集
落
の
名
前
。

異
次
元
の
よ
う
な
Ⅱ
こ
こ
で
は
「
こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
よ
う
な
」
と
い
う
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
。

「国ﾆｰﾃ司


