
 

 

 
平
成
二
十
八
年
度 

金
沢
学
院
短
期
大
学 

入
学
試
験
問
題
（
一
般
入
試Ⅱ

期
） 

  

 

国 
 

 

語 
        

 

（
注
意
事
項
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

１ 

問
題
冊
子
は
指
示
が
あ
る
ま
で
開
か
な
い
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 
問
題
冊
子
は
本
文
十
ペ
ー
ジ
で
あ
り
、
解
答
用
紙
は
一
枚
で
あ
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
の
指
定
の
あ
る
と
こ
ろ
に
記
入
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

４ 

問
題
冊
子
は
、
持
ち
帰
っ
て
も
よ
い
。 

  



 

 

          

問
題
は
、
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
で
す
。 

          



 

 

一 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  

何
は
と
も
あ
れ
、
床
だ
け
は
平
で
清
潔
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
考
え
る
の
は
実
は
日
本
の
人
だ
け
で
、
欧
米
で
は
モ
ザ
イ
ク
・
タ
イ
ル
や
煉
瓦

れ

ん

が

敷
き
の
よ
う
な
わ
ざ

と
で
こ
ぼ
こ
し
た
床
で
も
平
気
だ
し
、
手
で
触
れ
な
い
く
ら
い
の
汚
れ
も
平
気
。
中
国
の
食
堂
に
ゆ
く
と
、
床
に
食
事
の
カ
ス
を
ど
ん
ど
ん
落
す
。 

 

日
本
人
が
床
に
敏
感
に
な
っ
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
履
物
を
脱
い
で
裸
足
で
家
に
上
り
、
座
っ
た
り
寝
そ
べ
っ
た
り
す
る
か
ら
だ
。
床
に
皮
フ
が
直
に
触
り
、
な
め
ら
か
さ
や

硬
さ
や
温
度
は
も
ち
ろ
ん
湿
度
ま
で
、
床
材
の
持
つ
性
格
や
状
況
の
す
べ
て
を
感
じ
取
っ
て
し
ま
う
。 

 

も
し
こ
れ
が
、
外
で
靴
を
履
い
て
い
た
な
ら
、
靴
を
脱
い
で
家
に
上
り
床
に
触
れ
て
も
そ
う
敏
感
に
は
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
が
、
な
ん
せ
日
本
人
は
あ
ま
り
に
長
ら
く
素
足

で
暮
ら
し
た
。
現
在
、
東
京
の
西
郊
の
国
分
寺
に
住
ん
で
い
る
が
、
ａ

ト
ナ
リ
の
農
家
の
小
柳
さ
ん
に
聞
い
た
ら
、
戦
前
は
む
ろ
ん
戦
後
も
十
数
年
は
、
農
家
の
子
は
素
足
で
小

学
校
に
通
っ
て
お
り
、
国
分
寺
小
学
校
の
ｂ

シ
ョ
ウ
コ
ウ
グ
チ
に
は
足
洗
い
場
が
付
い
て
い
た
そ
う
だ
。 

 

履
物
を
履
く
場
合
も
、
昔
は
ワ
ラ
ジ
で
、
こ
れ
は
履
い
て
み
れ
ば
分
か
る
が
、
実
は
素
足
と
い
い
勝
負
。
ワ
ラ
は
地
べ
た
の
凹
凸
を
や
わ
ら
げ
る
に
は
柔
ら
か
す
ぎ
る
し
、

水
気
は
す
ぐ
に
浸
み
通
っ
て
く
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
実
際
に
履
い
て
み
て
驚
く
の
は
、
ゾ
ウ
リ
と
ち
が
い
鼻
緒
よ
り
先
が
な
い
こ
と
で
、
五
本
の
指
は
直
に
地
面
を
と
ら
え

る
。 

 

そ
の
結
果
、
足
は
手
と
同
様
に
五
本
の
指
が
扇
状
に
開
き
、
同
程
度
に
鋭
敏
な
触
覚
を
持
つ
に
い
た
る
。
子
供
の
頃
、
か
い
ぼ
し
（
排
水
し
て
魚
介
を
採
る
こ
と
）
を
し
た

時
、
水
の
引
い
た
泥
沼
に
腰
ま
で
つ
か
っ
て
足
先
で
ま１

さ
ぐ
り
、
わ
ず
か
な
触
覚
だ
け
で
貝
と
石
こ
ろ
、
フ
ナ
と
コ
イ
、
ウ
ナ
ギ
と
ナ
マ
ズ
を
識
別
で
き
た
。
も
し
調
べ
る
方

法
が
あ
る
な
ら
、
欧２

米
人
よ
り
日
本
人
の
方
が
足
の
認
識
力
は
高
い
こ
と
が
証
明
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
日
本
人
の
中
で
も
相
撲
取
り
は
一
番
に
ち
が
い
な
い
。
な
ん
せ
、
素
足

の
ス
リ
足
な
の
だ
。 

 

ス
リ
足
と
い
え
ば
能
や
盆
踊
り
も
そ
う
。
脚
を
高
く
あ
げ
て
早
く
走
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
式
の
歩
行
の
ｃ

エ
イ
キ
ョ
ウ
を
受
け
る
前
の
日
本
人
は
、
ス
リ
足
で
ゆ
っ
く
り
が
基
本
に

な
っ
て
お
り
、
こ
の
歩
行
の
伝
統
が
力
業
で
は
相
撲
、
表
現
で
は
能
に
結
実
し
て
い
る
、
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
湿
っ
た
り
乾
い
た
り
、
温
か
か
っ
た
り
寒
か
っ
た
り
の

変
化
の
い
ち
じ
る
し
い
列
島
の
地
ベ
タ
を
素
足
の
ス
リ
足
で
歩
き
続
け
て
何
千
年
の
日
本
人
の
足
の
裏
の
感
覚
が
世
界
一
敏
感
に
な
る
の
は
当
然
の
結
果
な
の
だ
。 

 
 

Ａ 

、
そ
う
し
た
肉
体
的
な
条
件
だ
け
で
日
本
人
の
床
へ
の
セ
ン
ス
が
磨
き
上
げ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
似
た
条
件
は
ト
ナ
リ
の
朝
鮮
半
島
に
も
見
ら
れ
る
が
、
か
く

べ
つ
床
へ
の
セ
ン
ス
が
発
達
し
た
気
配
は
な
い
。
日
本
列
島
の
人
々
は
、
ど
っ
か
で
、
床
を
格
別
な
も
の
、
大
げ
さ
に
い
う
と
聖
な
る
場
と
見
な
す
思
想
を
身
に
付
け
た
ん
じ

ゃ
な
い
だ
ろ
う
か
。 

－１－ 



 

 

 
相
撲
の
地
ベ
タ
と
能
の
床
が
、
周
囲
か
ら
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
て
ほ
し
い
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
各
地
に
広
が
る
相
撲
競
技
の
中
で
場
（
土
俵
）
を
画
す
の
は
日

本
だ
け
だ
し
、
能
舞
台
の
小
さ
く
限
ら
れ
た
床
が
演
技
に
対
し
て
与
え
る
エ
イ
キ
ョ
ウ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
演
劇
で
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
強
い
。
日
本
の
床
を
考
え

る
時
、
周
囲
か
ら
切
り
取
ら
れ
て
い
る
と
い
う
性
格
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。 

 

平
ら
で
清
浄
、
周
囲
か
ら
切
り
取
ら
れ
て
い
る
、
こ
の
二
つ
の
日
本
の
床
の
特
徴
を
建
築
の
歴
史
の
上
で
さ
か
の
ぼ
る
と
、 

Ｂ 

古
代
の
神
社
に
ま
で
行
き
つ
く
。
伊
勢

神
宮
で
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
昔
々
の
日
本
列
島
の
住
人
は
、
聖
な
る
も
の
、
聖
な
る
場
を
表
現
す
る
に
あ
た
り
ユ
ニ
ー
ク
な
や
り
方
を
し
た
。 

 

ギ
リ
シ
ャ
正
教
や
キ
リ
ス
ト
教
や
仏
教
な
ど
の
ほ
と
ん
ど
の
宗
教
は
光
り
輝
く
神
仏
や
神
の
子
の
像
を
作
り
、
そ
れ
を
壮
大
な
神
殿
や
教
会
の
中
に
納
め
て
い
る
が
、
日
本

で
は
そ
う
し
た
も
の
を
目
に
見
せ
る
よ
う
な
建
築
的
演
出
は
し
な
い
。
代
り
に
何
を
し
た
か
と
い
う
と
、
神
々
の
い
ま
す
山
の
麓
に
神
を
寄
り
付
か
せ
る
た
め
の
柱
を
一
本
ま

ず
立
て
た
。
い
わ
ゆ
る
依
代
（
よ
り
し
ろ
）
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
聖
な
る
も
の
の
演
出
と
し
て
は
心３

も
と
な
い
か
ら
、
そ
の
周
囲
の
草
や
木
を
取
り
除
き
、
地
な

ら
し
し
、
河
原
か
ら
き
れ
い
な
石
を
選
ん
で
き
て
敷
き
詰
め
、 

Ｃ 

中
に
ケ
モ
ノ
が
入
り
込
ま
ぬ
よ
う
柵
を
回
し
た
。
ギ４

リ
シ
ャ
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
よ
う
に
あ
た
り
に

威
を
払
う
建
物
な
ん
か
必
要
と
し
な
か
っ
た
。
現
在
、
伊
勢
神
宮
で
は
依
代
の
柱
の
上
に
高
床
式
の
本
殿
が
か
ぶ
さ
る
よ
う
に
立
っ
て
い
る
が
、
飛
鳥
時
代
、
大
陸
か
ら
挿
入

さ
れ
た
仏
教
建
築
の
壮
麗
さ
に
驚
き
、
や
む
な
く
豪
族
の
館
を
持
っ
て
き
て
建
て
て
対
抗
し
た
と
い
う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。 

 

わ
が
列
島
の
御
先
祖
様
は
、
屋
根
と
壁
か
ら
な
る
神
殿
建
築
は
な
く
と
も
、
た
だ
一
本
の
柱
と
そ
の
周
囲
に
画
さ
れ
た
清
浄
な
平
面
だ
け
で
じ
ゅ
う
ぶ
ん
聖
な
る
も
の
を
感

じ
取
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
、
清
浄
な
平
面
に
対
す
る
聖
な
る
気
持
ち
が
、
床
と
い
う
も
の
へ
の
深
い
感
受
性
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
。 

 

私
が
こ
れ
ま
で
訪
れ
た
全
国
各
地
の
床
の
中
で
最
も
印
象
的
だ
っ
た
の
は
、
岡
山
藩
の
郷
校
（
上
層
農
民
の
学
校
）
の
閑
谷
黌
（
し
ず
た
に
こ
う
）
で
、
そ
の
講
堂
（
元
禄

十
四
年
完
成
）
の
畳
に
す
る
と
数
百
畳
敷
の
板
の
間
は
、
三
百
年
間
の
雑
巾
が
け
に
よ
っ
て
に
ぶ
く
光
り
、
座
っ
て
い
る
だ
け
で
背
筋
の
伸
び
て
く
る
よ
う
な
精
神
性
を
感
じ

取
る
こ
と
が
で
き
た
。 

 

最
後
に
な
っ
た
が
、
日
本
独
得
の
床
と
し
て
知
ら
れ
る
畳
敷
に
つ
い
て
触
れ
て
お
こ
う
。
板
敷
の
よ
う
な
精
神
性
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
性
格
は
持
っ
て

い
る
。
そ
れ
が
証
拠
に
、
書
院
造
り
や
数
寄
屋
造
り
に
お
い
て
は
、
天
井
や
壁
面
（
柱
、
壁
、
障
子
な
ど
）
は
い
ろ
ん
な
デ
ザ
イ
ン
が
あ
る
が
、
こ
と
畳
の
床
は
ど
れ
も
変
ら

な
い
。 

Ｄ 

私
た
ち
は
、
古
建
築
を
訪
れ
た
時
、
畳
の
面
は
意
識
せ
ず
に
、
そ
の
上
に
展
開
す
る
壁
や
天
井
の
デ
ザ
イ
ン
の
妙
を
鑑５

賞
す
る
。
し
か
し
意
識
し
な
い
か
ら
と

い
っ
て
畳
の
価
値
が
低
い
わ
け
で
は
な
く
、 

Ｅ 

逆
で
、
変
化
し
な
い
畳
の
面
こ
そ
が
座
標
軸
に
な
っ
て
お
り
、
床
の
間
も
柱
も
障
子
も
天
井
も
そ
の
不
動
の
座
標
軸
の
上

で
安
心
し
て
舞６

い
踊
っ
て
い
る
。
明
治
以
降
今
日
ま
で
、
ｄ

イ
ク
タ
の
建
築
家
が
日
本
の
伝
統
様
式
の
近
代
化
に
取
り
組
み
、
優
れ
た
成
果
を
あ
げ
て
い
る
が
、
申
し
合
わ
せ
た

－２－ 



 

 

よ
う
に
畳
に
だ
け
は
手
を
付
け
て
い
な
い
。 

 

改
め
て
口
に
し
な
い
が
、
そ
れ
を
や
っ
た
ら
お
し
ま
い
、
と
い
う
ｅ

ア
ン
モ
ク
の
了
解
が
日
本
の
建
築
家
全
員
に
あ
る
の
で
あ
る
。
床
は 

 
Ⅰ
 
 

。 

（
藤
森
照
信
『
天
下
無
双
の
建
築
学
入
門
』
に
よ
る
） 

  

問
一 

傍
線
部
ａ
～
ｅ
の
片
仮
名
の
語
を
、
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。 

 

問
二 

空
欄 

Ａ 

～ 

Ｅ 

に
あ
て
は
ま
る
語
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。 

（
た
だ
し
、
同
じ
も
の
を
二
度
以
上
選
ん
で
は
な
ら
な
い
） 

  
 

① 

だ
か
ら 

 
 
 
 

② 

つ
い
に
は 

 
 
 
 

③ 

し
か
し 

 
 
 

 

④ 

む
し
ろ 

 
 
 
 

⑤ 

さ
ら
に 

 

問
三 

傍
線
部
１
「
ま
さ
ぐ
り
」
、
傍
線
部
３
「
心
も
と
な
い
」、
傍
線
部
５
「
鑑
賞
す
る
」
の
本
文
中
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
群
の
①
～

⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。 

       

１ 

ま
さ
ぐ
り 

① 

指
先
な
ど
で
も
て
あ
そ
ぶ 

② 

指
先
な
ど
で
ゆ
っ
く
り
歩
く 

③ 

指
先
な
ど
で
優
し
く
触
れ
る 

④ 

指
先
な
ど
で
し
っ
か
り
つ
か
む 

⑤ 

指
先
な
ど
で
さ
が
し
も
と
め
る 

３ 

心
も
と
な
い 

① 

普
通
で
は
な
い 

② 

親
し
み
が
な
い 

③ 

も
の
た
り
な
い 

④ 

く
つ
ろ
げ
な
い 

⑤ 

み
っ
と
も
な
い 

５ 

鑑
賞
す
る 

① 

見
て
楽
し
む 

② 

本
質
を
見
極
め
る 

③ 

理
解
し
て
味
わ
う 

④ 

感
心
し
て
ほ
め
る 

⑤ 

冷
静
に
見
つ
め
る 

－３－ 



 

 

問
四 

傍
線
部
２
「
欧
米
人
よ
り
日
本
人
の
方
が
足
の
認
識
力
は
高
い
こ
と
が
証
明
で
き
る
だ
ろ
う
し
」
と
あ
る
が
、
そ
う
考
え
ら
れ
る
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。 

 

① 

子
ど
も
の
頃
、
水
の
引
い
た
泥
沼
に
腰
ま
で
つ
か
っ
て
、
わ
ず
か
な
足
先
の
触
覚
だ
け
で
貝
と
石
こ
ろ
、
フ
ナ
と
コ
イ
、
ウ
ナ
ギ
と
ナ
マ
ズ
を
識
別
で
き
た
か
ら
。 

② 

日
本
の
伝
統
様
式
の
近
代
化
に
取
り
組
み
優
れ
た
成
果
を
あ
げ
て
い
る
建
築
家
で
も
、
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
に
畳
に
だ
け
は
手
を
付
け
て
い
な
い
か
ら
。 

③ 

日
本
人
は
板
敷
の
床
だ
け
で
な
く
、
畳
の
床
に
対
し
て
も
犯
す
べ
か
ら
ざ
る
神
聖
な
意
味
を
書
院
造
り
や
数
寄
屋
造
り
な
ど
の
伝
統
的
な
建
築
に
お
い
て
与
え
て
き
た

か
ら
。 

④ 

世
界
中
で
日
本
人
だ
け
が
、
床
は
平
で
清
潔
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
特
別
の
考
え
を
持
ち
、
そ
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
家
を
作
っ
て
き
た
か
ら
。 

⑤ 

日
本
人
は
湿
っ
た
り
乾
い
た
り
、
温
か
か
っ
た
り
寒
か
っ
た
り
と
変
化
の
い
ち
じ
る
し
い
列
島
の
地
ベ
タ
を
素
足
の
ス
リ
足
で
何
千
年
も
歩
き
続
け
て
き
た
か
ら
。 

 

問
五 

傍
線
部
４
「
ギ
リ
シ
ャ
や
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
よ
う
に
あ
た
り
に
威
を
払
う
建
物
な
ん
か
必
要
と
し
な
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
理
由
を
述
べ
て
い
る
部
分
を
、
本

文
中
か
ら
四
十
五
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

 

問
六 

傍
線
部
６
「
舞
い
踊
っ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
何
の
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
も
の
か
。
次
の
①
～
⑤
の
説
明
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
ん
で
、

そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。 

 

① 

床
の
間
も
柱
も
障
子
も
天
井
も
す
べ
て
の
デ
ザ
イ
ン
が
、
躍
動
感
あ
ふ
れ
る
様
式
で
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

② 

床
の
間
や
柱
や
障
子
や
天
井
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
が
、
思
う
存
分
工
夫
の
凝
ら
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。 

③ 

床
の
間
や
柱
や
障
子
や
天
井
な
ど
の
デ
ザ
イ
ン
が
、
い
ず
れ
も
能
舞
台
の
芸
術
性
に
そ
の
源
流
が
あ
る
こ
と
。 

④ 

床
の
間
や
柱
や
障
子
や
天
井
の
デ
ザ
イ
ン
が
、
そ
れ
ぞ
れ
個
別
の
美
し
さ
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。 

⑤ 

床
の
間
や
柱
や
障
子
や
天
井
の
デ
ザ
イ
ン
が
、
時
間
と
と
も
に
着
実
に
洗
練
さ
れ
た
も
の
に
な
っ
て
き
た
こ
と
。 

 

－４－ 



 

 

問
七 

空
欄 

 
Ⅰ

 
 

に
当
て
は
ま
る
語
句
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。 

 

① 
日
本
人
の
心
そ
の
も
の 

② 

神
聖
に
し
て
不
可
侵 

③ 

伝
統
の
坩
堝
（
る
つ
ぼ
） 

④ 

未
来
に
続
く
道 

⑤ 

日
本
人
の
感
性
の
象
徴 

               

－５－ 



 

 

二 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  

何
を
読
む
か
と
い
う
こ
と
は
、
個
人
の
精
神
の
自
由
と
同
じ
ほ
ど
全
く
自
由
の
領
域
に
属
す
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
は
た
だ
ａ

バ
ク
ゼ
ン
と
、
何
を
読
ん
で
も
い
い
、
と
い
う
自

由
で
は
な
い
。
何
で
も
い
い
か
ら
手
あ
た
り
次
第
に
読
む
、
と
い
う
の
は
放１

恣
（
ほ
う
し
）
で
あ
っ
て
、
自
由
で
は
な
か
ろ
う
。
ｂ

チ
ツ
ジ
ョ
の
な
い
乱
読
は
乱
雑
な
文
化
人
を

生
み
出
す
だ
け
で
あ
る
。 

 

も
し
読
者
が
社
会
人
で
、
い
ま
初
心
に
か
え
っ
て
古
典
を
読
も
う
と
し
て
い
る
と
し
た
ら
、
学
生
時
代
の
、
特
に
高
校
時
代
、
ひ
い
て
は
中
学
時
代
に
、
ほ
と
ん
ど
は
じ
め

て
眼
に
し
て
、
す
こ
し
で
も
記
憶
に
の
こ
っ
て
い
る
名
前
の
作
品
、
と
り
わ
け
ｃ

カ
ン
メ
イ
を
受
け
た
お
ぼ
え
の
あ
る
作
品
を
、
あ
ら
た
め
て
読
ん
で
み
よ
う
と
す
る
の
が
一
番

い
い
。
教
科
書
で
部
分
的
に
読
ん
だ
作
品
で
あ
る
。
ま
れ
に
は
ほ
と
ん
ど
全
部
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
、
と
い
う
作
品
で
も
い
い
。
あ
ら
た
め
て
、
全
部
、
読
ん
で
み
よ
う
と
す

る
こ
と
が
大
事
だ
。 

 

私
は
何
と
い
っ
て
も
『
徒
然
草
』
を
第
一
に
ｄ

オ
す
。
何２

だ
『
徒
然
草
』
か
、
と
ば
か
に
し
て
は
い
け
な
い
。
二
十
歳
代
で
の
『
徒
然
草
』
の
読
書
、
三
十
歳
代
で
の
『
徒
然

草
』
の
読
書
、
四
十
歳
代
で
の
『
徒
然
草
』
の
読
書
と
、
読
者
の
受
け
と
め
か
た
が
、
刻
々
か
わ
っ
て
ゆ
く
の
だ
。 

 

刻
々
か
わ
っ
て
ゆ
く
と
い
っ
て
も
、
読
者
の
気
分
で
ぐ
ら
ぐ
ら
と
読
み
か
た
が
か
わ
る
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
本
当
の
読
書
は
、
作
品
に
し
っ
か
り
と
結
ば
れ
た
読
み

か
た
を
す
る
。
作３

品
は
、
読
者
の
意
識
の
反
映
し
た
世
界
で
は
な
い
。
作
品
は
、
た
し
か
に
読
者
が
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
と
お
り

だ
が
、
そ
れ
は
読
者
の
意
識
の
反
映
す
る
世
界
と
し
て
読
め
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
読
者
は
一
旦
、
作
品
に
し
ば
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
作
品
を
謙
虚
に
受
け
入
れ
る
の

が
す
ぐ
れ
た
読
者
で
あ
る
。
だ
か
ら
読
み
か
た
が
か
わ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
は
ず
だ
。
刻
々
と
か
わ
っ
て
ゆ
く
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
本
当
に
か
わ
っ
た
の
で
は
な

く
て
、
読
み
か
た
が
深
ま
っ
て
い
っ
た
の
に
す
ぎ
な
い
。
以
前
に
は
見
え
な
か
っ
た
『
徒
然
草
』
の
深
い
部
分
や
、
暗
い
部
分
が
、
読
者
の
読
み
か
た
の
成
長
に
よ
っ
て
、
見

え
て
く
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
は
読
者
の
年
齢
が
高
い
ほ
ど
、
読
み
が
深
い
、
と
い
う
こ
と
を
か
な
ら
ず
し
も
意
味
し
な
い
。
こ
こ
が
大
事
な
こ
と
だ
が
、
い
ず
れ
の
年
齢
の
ば
あ
い
に
し
て
も
、
以

前
に
読
ん
だ
と
き
よ
り
、
今
回
の
ほ
う
が
読
み
が
深
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
う
し
て
、
古
典
文
学
は
、
二
度
読
む
、
あ
る
い
は
二
度
以
上
読
む
こ
と
が
大
切
だ
、
と
い

う
重
要
な
指
針
が
み
ち
び
き
出
さ
れ
る
。 

 

古
典
は
く
り
か
え
し
読
ま
れ
る
も
の
だ
、
と
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
そ
の
意
味
で
あ
っ
た
。 

 

『
徒
然
草
』
は
、
だ
れ
で
も
、
ま
え
に
一
度
は
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。 

Ａ 

今
回
、
全
部
を
読
み
と
お
し
て
み
よ
う
か
と
決
意
す
る
の
は
、
本
当
を
い
え
ば
再
度
挑
戦
し

－６－ 



 

 

て
い
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。 

 

書
物
は
何
千
何
万
と
存
在
し
て
き
た
に
し
て
も
、 

Ｂ 

、
過
去
か
ら
く
り
か
え
し
読
ま
れ
て
き
た
古
典
を
、
わ
れ
わ
れ
も
ま
た
初
心
に
か
え
っ
て
ひ４

も
と
い
て
み
る
と
い

う
こ
と
が
、
大
切
な
第
一
歩
な
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。 

 

『
徒
然
草
』
は
、
長
い
年
月
を
か
け
て
書
か
れ
、
四
十
代
後
半
に
ま
と
め
ら
れ
た
著
述
と
い
わ
れ
て
い
る
。
著
述
と
い
う
も
の
に
は
、
幅
広
い
読
者
層
を
想
定
し
た
も
の
や
、

老
熟
し
た
書
き
手
が
若
者
を
あ
い
て
に
語
り
か
け
る
も
の
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
が
あ
り
う
る
わ
け
だ
が
、『
徒
然
草
』
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、
著
者 

Ⅰ
 

じ
し
ん
の

四
十
代
後
半
と
い
う
年
齢
は
、
大
き
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
。 

 

そ
れ
は
、
仕
事
の
う
え
で
も
、
家
族
の
長
と
し
て
も
、
円
熟
し
た
、
人
格
の
完
成
期
に
さ
し
か
か
る
年
齢
で
あ
る
。
実
際
に
、
仕
事
が
不
如
意
で
あ
る
と
か
、
家
庭
を
持
っ

て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
高
い
見
識
に
よ
っ
て
、
肯
定
す
る
こ
と
の
で
き
る
年
齢
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

Ｃ 

、
仕
事
が
う
ま
く

ゆ
か
な
い
の
は
、
そ
う
み
え
て
い
る
だ
け
で
、
本
当
は
肯
定
す
る
に
あ
た
い
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
こ
れ
か
ら
完
成
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
仕５

事
へ
の
渇
望
が
大
き
け

れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
不
満
も
ま
た
大
き
か
っ
た
の
に
す
ぎ
な
い
。
ま
た
、
家
庭
を
持
た
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
、
高
い
見
識
で
あ
っ
て
、
日
本
文
学
の
な
か
に
、
大
き
な
思
想

の
潮
流
を
な
し
て
い
る
。
西
行
の
作
品
や
、
長
明
の
『
方
丈
記
』
や
、
そ
し
て
こ
の
『
徒
然
草
』
が
読
ま
れ
つ
づ
け
た
こ
と
に
は
、
深
い
理
由
が
あ
る
の
だ
。 

 

『
徒
然
草
』
の
読
者
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
年
齢
は
、
著
者
と
だ
い
た
い
同
じ
四
十
代
後
半
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
生
の
円
熟
期
に
あ
る
読
者
に
い
ち
ば
ん
ア
ピ
ー
ル
す
る
も

の
を
『
徒
然
草
』
は
ｅ

ナ
イ
ゾ
ウ
し
て
い
る
。 

 
 

Ｄ 

、
そ
れ
以
外
の
年
齢
の
も
の
が
読
ん
で
も
だ
め
だ
、
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
あ６

ら
ゆ
る
年
齢
に
む
け
て
、
文
学
作
品
は
開
放
さ
れ
て
い
る
。『
徒
然
草
』
は
、
若
者
の

古
典
入
門
書
の
よ
う
に
し
て
読
ま
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
準
備
に
す
ぎ
な
い
の
で
、
読
者
は
、
成
長
し
な
が
ら
、
三
十
歳
代
に
は
い
っ
て
一
度
、
四
十
歳
代
に
は
い
っ

て
も
う
一
度
と
、
く
り
か
え
し
読
ん
で
い
い
古
典
文
学
だ
、
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
言
い
た
い
の
に
す
ぎ
な
い
。 

（
藤
井
貞
和
『
古
典
を
読
む
本
』
に
よ
る
） 

    

－７－ 



 

 

問
一 

傍
線
部
ａ
～
ｅ
の
片
仮
名
の
語
を
、
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。 

 

問
二 

空
欄 

Ａ 

～ 

Ｄ 

に
あ
て
は
ま
る
語
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。 

（
た
だ
し
、
同
じ
も
の
を
二
度
以
上
選
ん
で
は
な
ら
な
い
） 

  
 

① 

つ
ま
り 

 
 
 
 

② 

む
ろ
ん 

 
 
 
 

③ 

結
局 

 
 
 
 

④ 

と
こ
ろ
が 

 
 

 
 

⑤ 

だ
か
ら 

 

問
三 

傍
線
部
１
「
放
恣
（
ほ
う
し
）
」
、
傍
線
部
４
「
ひ
も
と
い
て
み
る
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
各
群
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
ん

で
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。 

        

問
四 

傍
線
部
２
「
何
だ
『
徒
然
草
』
か
、
と
ば
か
に
し
て
は
い
け
な
い
」
と
あ
る
が
、『
徒
然
草
』
が
ば
か
に
さ
れ
る
理
由
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
、
本
文
中
よ
り
二
十
字

で
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

   

１ 

放
恣
（
ほ
う
し
） 

① 

優
柔
不
断
で
決
断
で
き
な
い
こ
と 

② 

個
性
的
で
目
立
ち
す
ぎ
る
こ
と 

③ 

わ
が
ま
ま
で
し
ま
り
の
な
い
こ
と 

④ 

落
ち
着
き
が
な
く
見
苦
し
い
こ
と 

⑤ 

自
分
と
い
う
も
の
が
な
い
こ
と 

４ 

ひ
も
と
い
て
み
る 

① 

独
創
的
な
解
釈
を
試
み
る 

② 

本
を
ひ
ら
い
て
読
ん
で
み
る 

③ 

書
店
で
さ
が
し
て
み
る 

④ 

細
か
く
分
析
し
て
み
る 

⑤ 

心
か
ら
受
け
入
れ
て
み
る 

－８－ 



 

 

問
五 

傍
線
部
３
「
作
品
は
、
読
者
の
意
識
の
反
映
し
た
世
界
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
筆
者
が
戒
め
て
い
る
の
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら

最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。 

 

① 

作
品
を
読
ま
な
い
で
、
他
人
の
感
想
を
聞
い
て
読
ん
だ
気
に
な
る
こ
と
。 

② 

作
品
の
良
し
悪
し
を
、
選
挙
の
よ
う
に
読
者
の
人
気
投
票
で
決
め
る
こ
と
。 

③ 

作
品
の
解
釈
を
、
読
者
が
自
分
の
知
見
の
範
囲
内
で
独
り
よ
が
り
に
行
う
こ
と
。 

④ 

作
品
の
背
景
に
あ
る
も
の
を
、
常
に
作
者
の
私
生
活
に
結
び
つ
け
て
考
え
る
こ
と
。 

⑤ 

作
品
に
対
し
て
自
分
自
身
の
評
価
軸
が
な
く
、
他
人
の
評
価
に
流
さ
れ
る
こ
と
。 

 

問
六 

空
欄 

Ⅰ
 

に
あ
て
は
ま
る
語
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。 

  
 

① 

松
尾
芭
蕉 

 
 

② 

兼
好
法
師 

 
 

③ 
清
少
納
言 

 
 

④ 

紫
式
部 

 
 

⑤ 

紀
貫
之 

 

問
七 

傍
線
部
５
「
仕
事
へ
の
渇
望
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
不
満
も
ま
た
大
き
か
っ
た
の
に
す
ぎ
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
最
も
適
当

な
も
の
を
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。 

 

① 

文
学
と
い
う
仕
事
が
意
義
の
あ
る
も
の
か
ど
う
か
を
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
そ
れ
が
明
確
で
な
い
と
こ
ろ
に
不
満
が
大
き
く
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。 

② 

仕
事
か
ら
得
ら
れ
る
収
入
へ
の
欲
望
が
強
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
今
の
仕
事
の
対
価
に
つ
い
て
の
不
満
が
大
き
く
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。 

③ 

仕
事
に
お
い
て
周
り
に
求
め
る
要
求
が
厳
し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
求
め
ら
れ
た
ひ
と
の
不
満
が
大
き
く
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。 

④ 

仕
事
に
対
し
て
達
成
し
よ
う
と
い
う
目
標
が
高
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
現
状
に
対
す
る
不
満
が
大
き
く
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

仕
事
に
習
熟
し
、
出
世
へ
の
関
心
が
高
ま
れ
ば
高
ま
る
ほ
ど
、
今
の
地
位
に
対
す
る
不
満
が
大
き
く
な
っ
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
。 

 

－９－ 



 

 

問
八 

傍
線
部
６
「
あ
ら
ゆ
る
年
齢
に
む
け
て
、
文
学
作
品
は
開
放
さ
れ
て
い
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
ん
で
、
そ

の
番
号
を
書
き
な
さ
い
。 

 

① 

文
学
作
品
は
、
ど
の
年
齢
の
ひ
と
が
読
ん
で
も
、
一
つ
の
正
し
い
作
品
解
釈
に
導
い
て
く
れ
る
。 

② 

文
学
作
品
は
、
世
の
中
に
流
通
す
る
も
の
な
の
で
、
様
々
な
年
齢
の
人
が
読
む
可
能
性
が
あ
る
。 

③ 

文
学
作
品
は
、
ど
ん
な
年
齢
で
読
ん
で
も
、
人
生
や
世
の
中
に
対
す
る
見
識
を
深
め
て
く
れ
る
。 

④ 

文
学
作
品
は
、
様
々
な
年
齢
の
ひ
と
に
読
ま
れ
る
の
で
、
作
品
解
釈
は
読
者
そ
れ
ぞ
れ
に
任
せ
ら
れ
る
。 

⑤ 

文
学
作
品
は
、
様
々
な
年
齢
の
読
者
を
想
定
し
て
書
か
れ
て
い
て
、
誰
が
読
ん
で
も
楽
し
め
る
。 
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