
金
沢
学
院
大
学 

平
成
二
十
六
年
度 

文
学
部 

日
本
文
学
科 

入
学
試
験
問
題
（
推
薦
） 

 

小 

論 

文 

 

（
注
意
事
項
） 

１ 

試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
用
紙
の
中
を
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

２ 

解
答
は
、
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。 

３ 

解
答
用
紙
に
は
、
解
答
欄
以
外
に
次
の
記
入
欄
が
あ
る
の
で
、
監
督
者
の
指
示
に
従
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
正
し
く 

記
入
し
な
さ
い
。 

①
氏
名
欄 

氏
名
、
フ
リ
ガ
ナ
を
記
入
し
な
さ
い
。 

②
受
験
番
号
欄 

受
験
番
号
（
算
用
数
字
）
を
記
入
し
な
さ
い
。 

４ 

問
題
用
紙
に
も
受
験
番
号
を
記
入
し
な
さ
い
。 

５ 

問
題
用
紙
、
解
答
用
紙
は
持
ち
帰
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

 

（
解
答
上
の
注
意
） 

 

解
答
は
マ
ー
ク
に
よ
る
解
答
と
記
述
に
よ
る
解
答
が
あ
り
ま
す
。
両
方
と
も
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
記
入
し
な
さ
い
。 

マ
ー
ク
に
よ
る
解
答
は
、
例
え
ば  

10 
 

と
表
示
の
あ
る
問
い
に
対
し
て
３
と
解
答
す
る
場
合
は
、
下
記
の
（
例
） 

の
よ
う
に
解
答
番
号
10
の
解
答
欄
の

③
に
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 

.
 

                                

（例） 
    

解答 

番号 
解  答  欄    

10 ①  ②  ●  ④  ⑤  受験番号  



問
１ 

次
の
１
～
５
の
も
の
を
数
え
る
と
き
に
使
う
助
数
詞
と
し
て
、
正
し
い
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。 

解
答
番
号
は
、 

 

１ 
 

 

～ 
 
 

５  
 

。 

 
1 
山  

 

（

① 

頂 
 

② 

台 
 

③ 

座 
 

④ 

軒 

） 

2 

鱈
子
（
た
ら
こ
） 

（

① 

房 
 

② 

腹 
 

③ 

袋 
 

④ 

片 

） 

3 

兎
（
う
さ
ぎ
） 

 

（

① 

目 
 

② 

頭 
 

③ 

毛 
 

④ 

羽 

） 

4 

烏
賊
（
い
か
） 

 

（

① 

杯 
 

② 

枚 
 

③ 

墨 
 

④ 

尾 

） 

5 

箪
笥
（
た
ん
す
） 
（

① 

個 
 

② 

机 
 

③ 

脚 
 

④ 

棹 

） 

    

問
２ 

次
の
６
～
１０
の
傍
線
部
の
漢
字
と
し
て
、
正
し
い
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。 

解
答
番
号
は
、 

 

６ 
 

 

～ 
 
 

１０  
 

。 

 

6 

タ
ン
テ
キ
に
述
べ
よ
。 

 
 
 
 

（

① 

単 
 

② 
端 

 

③ 

短 
 

④ 

丹 

） 

7 

ド
ロ
ジ
ア
イ
を
繰
り
広
げ
る
。 

 

（

① 

試 
 

② 
事 

 

③ 

示 
 

④ 

仕 

） 

8 

意
見
を
テ
ッ
カ
イ
す
る
。 

 
 
 

（

① 

徹 
 

② 

迭 
 

③ 
哲 

 

④ 

撤 

） 

9 

こ
う
言
う
と
ゴ
ヘ
イ
が
あ
る
。 

 

（

① 

語 
 

② 

誤 
 

③ 
御 

 

④ 

呉 

） 

10 

日
本
海
は
魚
の
ホ
ウ
コ
だ
。 

 
 

（

① 

豊 
 

② 

奉 
 

③ 

宝 
 

④ 

芳 

） 

  

問
３ 

次
の
１１
～
２０
の
言
葉
の
遣
い
方
に
つ
い
て
、
正
し
い
と
思
う
も
の
に
は
①
、
誤
っ
て
い
る
と
思
う
も
の
に
は
②
を
マ
ー
ク
せ
よ
。 

解
答
番
号
は
、 

 

１１ 
 

 

～ 
 
 

２０ 
 

 

。  

 

11 

長
年
の
下
積
み
を
経
て
、
よ
う
や
く
主
役
の
座
を
射
止
め
た
。 

 

12 

年
末
年
始
の
搔
き
入
れ
時
に
、
休
業
す
る
と
は
何
ご
と
か
。 

 

13 

危
機
一
発
の
と
こ
ろ
で
、
助
か
っ
た
。  

 
 

14 

ま
さ
か
の
と
き
の
た
め
に
前
後
策
を
練
っ
て
お
い
て
く
れ
。 

 

15 

万
雷
の
拍
手
で
お
迎
え
く
だ
さ
い
。 

 
 

 

16 

あ
な
た
に
は
黙
否
権
が
保
障
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 
 

17 

遺
憾
な
く
実
力
を
発
揮
す
る
。 

 
 

 
 

18 

あ
の
二
人
、
同
窓
会
で
焼
け
ぼ
っ
く
り
に
火
が
つ
い
た
ら
し
い
。 

 

19 

人
の
揚
げ
足
を
す
く
っ
て
ば
か
り
い
る
と
、
会
話
が
続
か
な
い
。 

 

20 

怒
り
心
頭
に
発
し
て
、
思
わ
ず
大
声
を
出
し
た
。 

  

問
４ 

次
は
俳
諧

は
い
か
い

文
学
に
関
わ
る
俳
人
・
石い

し 

寒か
ん

太た

の
文
章
で
あ
る
。
こ
の
文
章
の
内
容
、
筆
者
の
主
張
を
ふ
ま
え
て
、
次
の
１
～
４
よ
り
一
つ
題
を
選
び
、
そ

れ
に
つ
い
て
ま
と
め
な
さ
い
（
解
答
用
紙
に
、
ま
ず
、
選
ん
だ
題
名
を
明
記
す
る
こ
と
。
本
文
の
字
数
は
四
〇
〇
字
以
内
。
句
読
点
も
一
字
に
含
む
。
箇
条
書

き
で
は
な
く
、
文
章
で
表
現
す
る
こ
と
）。 

１
．
「芭
蕉
の
功
績
」 

２
．
「
俳
諧
や
俳
句
の
誕
生
し
た
意
味
」 

３
．
「俳
諧
と
俳
句
の
違
い
」 

４
．
「連
句
の
意
義
」 

 

石い
し 

寒か
ん

太た 

 

俳
句
は
、
五･

七･

五
の
十
七
の
文
字
で
表
現
さ
れ
る
極
端
に
短
い
詩
で
す
。
み
な
さ
ん
も
、
一
度
や
二
度
、
俳
句
を
つ
く
っ
た
経
験
が
あ
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
い
く
つ
か
の
有
名
な
俳
句
を
お
ぼ
え
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
ほ
ど
現
在
も
親
し
ま
れ
、
愛
さ
れ
て
い
る
俳



句
で
す
が
、
そ
の
歴
史
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
連
歌

れ

ん

が

と
い
う
も
の
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。 

連
歌
は
、
五･

七･

五
（
長
句

ち
ょ
う
く

）
と
七･

七
（
短
句

た

ん

く

）
を
べ
つ
べ
つ
の
人
が
か
け
合
う
と
い
う
形
式
を
と
り
ま
す
が
、
古
く
『
万
葉
集
』
の
中
に
、
大
伴
家
持

お
お
と
も
の
や
か
も
ち

と
尼あ

ま

と
に
よ
る
か
け
合
い
の
作
品
が
み
ら
れ
ま
す
。
の
ち
に
、
五
十
句
、
百
句
と
つ
ら
ね
た
五
十
韻
、
百
韻
な
ど
と
い
わ
れ
る
長
い
形
の
連
歌
も
見

ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
南
北
朝
時
代
（
一
三
三
六
～
一
三
九
二
）
に
入
る
と
、「
応
安
新
式
」（
注
１
）
と
よ
ば
れ
る
連
歌
の
つ
く

り
方
の
規
則
が
で
き
あ
が
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
室
町
時
代
（
一
三
三
八
～
一
五
七
三
）
に
入
り
、
心し

ん

敬け
い

、
宗
祇

そ

う

ぎ

と
い
っ
た
す
ぐ
れ
た
連
歌
の
指
導
者

が
あ
ら
わ
れ
て
、
連
歌
は
文
学
性
の
高
い
も
の
に
な
り
、
室
町
時
代
末
期
に
里
村
紹

じ
ょ
う

巴は

と
い
う
人
が
出
て
、
純
粋
な
連
歌
が
完
成
し
ま
す
。 

し
か
し
、
そ
の
一
方
で
、
格
式
に
と
ら
わ
れ
な
い
自
由
な
俳
諧
の
連
歌
と
い
う
も
の
が
つ
く
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
「
俳
諧
の
連
歌
」

は
、
略
し
て
「
俳
諧
」
と
よ
ば
れ
、「
連
句
」
と
も
い
わ
れ
ま
し
た
。「
俳
諧
」
と
は
、
も
と
も
と
滑
稽

こ
っ
け
い

（
お
も
し
ろ
さ
）
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
す
。 

江
戸
時
代
（
一
六
〇
三
～
一
八
六
八
）
に
入
る
と
、
松
永

ま
つ
な
が

貞て
い

徳と
く

を
中
心
と
す
る
「
貞
門

て
い
も
ん

俳
諧
」
や
、
西
山
宗
因

そ
う
い
ん

を
中
心
と
し
た
「
談だ

ん

林り
ん

俳
諧
」
が

盛
ん
に
な
り
ま
し
た
が
、
貞
門
、
談
林
の
こ
と
ば
遊
び
や
上
品
な
笑
い
の
俳
諧
に
あ
き
た
ら
ず
、
新
し
い
詩
的
な
俳
諧
を
求
め
る
人
々
の
動
き
が
出

て
き
ま
し
た
。 

松
尾
芭
蕉
も
、
そ
ん
な
新
し
い
俳
諧
へ
の
動
き
の
中
か
ら
出
て
き
た
ひ
と
り
で
し
た
。 

芭
蕉
は
、
正
保

し
ょ
う
ほ
う

元
（
一
六
四
四
）
年
、
伊
賀
の
国
阿
拝

く

に

あ

べ

の

郡
こ
お
り

小
田
郷ご

う

上
野
赤
坂
（
い
ま
の
三
重
県
上
野
市
赤
坂
町
）
に
松
尾
与
左
衛
門
の
二
男
と
し

て
生
ま
れ
ま
し
た
。 

十
三
歳
の
と
き
父
を
亡
く
し
、
十
九
歳
の
こ
ろ
か
ら
五
千
石ご

く

の
侍
大
将
の
藤
堂

と
う
ど
う

新
七
郎
の
あ
と
つ
ぎ
で
あ
る
良よ

し

忠た
だ

に
仕
え
ま
し
た
。
良
忠
は
芭
蕉

よ
り
二
歳
年
上
、
俳
諧
が
大
好
き
で
、
俳
号
を
蝉
吟

せ
ん
ぎ
ん

と
い
い
ま
し
た
。
芭
蕉
は
こ
の
良
忠
と
た
い
へ
ん
仲
が
よ
く
、
い
っ
し
ょ
に
俳
席
に
も
つ
ら
な

り
ま
し
た
。 

し
か
し
、
良
忠
は
、
寛
文
六
（
一
六
六
六
）
年
の
四
月
、
急
逝

き
ゅ
う
せ
い

し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
芭
蕉
の
落
胆
は
た
い
へ
ん
な
も
の
で
し
た
。
以
後
の
四
年

間
、
芭
蕉
の
動
向
は
は
っ
き
り
し
て
い
ま
せ
ん
。 

寛
文
十
二
（
一
六
七
二
）
年
の
春
、
二
十
九
歳
の
芭
蕉
は
、
俳
諧
師
と
し
て
立
つ
た
め
に
故
郷
の
伊
賀
上
野
を
去
り
、
江
戸
に
出
て
き
ま
し
た
。

芭
蕉
は
、
は
じ
め
は
貞
門
俳
諧
を
学
ん
で
い
た
の
で
す
が
、
し
だ
い
に
談
林
俳
諧
の
気
風
を
濃
く
し
て
い
き
ま
し
た
。
西
山
宗
因
を
迎
え
て
高
野
山

の
別
院
大
徳
寺
で
開
か
れ
た
百
韻
の
催
し
に
参
加
し
た
芭
蕉
は
、
た
ち
ま
ち
頭
角
を
あ
ら
わ
し
、
以
後
、
桃と

う

青せ
い

と
い
う
俳
号
を
名
の
り
、
当
時
の
談

林
の
新
風
を
身
に
つ
け
ま
し
た 

延
宝

え
ん
ぽ
う

八
（
一
六
八
〇
）
年
の
冬
、
芭
蕉
は
江
戸
市
中
か
ら
隅
田
川
を
越
え
た
、
深
川

ふ
か
が
わ

の
草
庵
に
ひ
っ
こ
し
ま
し
た
。
こ
の
と
き
す
で
に
宗
匠

そ
う
し
ょ
う

（
俳

諧
の
指
導
者
）
と
し
て
多
く
の
門
人
を
か
か
え
て
い
ま
し
た
が
、
物
欲
や
俗
世
間
の
出
世
を
た
ち
き
っ
て
、
ひ
と
り
「
わ
び
」
の
世
界
を
求
め
た
の

で
し
た
。
そ
の
草
庵
に
、
門
人
の
李
下

り

か

か
ら
一
株
の
芭
蕉
の
木
が
贈
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
俳
号
を
「
芭
蕉
」
と
し
た
の
で
す
。 

芭
蕉
が
そ
れ
ま
で
の
俳
諧
を
は
な
れ
て
、
ほ
ん
と
う
の
蕉
風

し
ょ
う
ふ
う

俳
諧
を
め
ざ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
旅
に
出
て
か
ら
で
す
。
貞

じ
ょ
う

享
き
ょ
う

元
（
一
六
八

四
）
年
の
八
月
、
四
十
一
歳
の
芭
蕉
は
、
門
人
の
千
里

ち

り

を
つ
れ
て
は
じ
め
て
の
旅
（『
野
ざ
ら
し
紀
行
』
）
に
出
ま
し
た
。
こ
の
旅
は
、
「
野
ざ
ら
し

を
心
に
風
の
し
む
身
か
な
」
と
い
う
句
が
あ
る
よ
う
に
、
自
ら
の
転
機
を
め
ざ
し
た
覚
悟
の
旅
だ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
旅
を
は
じ
め
と
し
て
、
『
鹿

島
紀
行
』
『
笈お

い

の
小
文

こ

ぶ

み

』
『
更
科

さ
ら
し
な

紀
行
』
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
な
ど
の
旅
を
重
ね
、
そ
の
す
べ
て
を
紀
行
文
に
つ
づ
り
、
多
く
の
す
ぐ
れ
た
句
を
残
し

ま
し
た
。 

そ
の
中
で
も
元
禄
二
（
一
六
八
九
）
年
の
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
は
、
日
本
の
紀
行
文
学
の
最
高
傑
作
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
こ
の
旅
を
と
お
し
て

「
不
易

ふ

え

き

流
行

り
ゅ
う
こ
う

」
（
不
易
は
永
遠
に
変
わ
ら
な
い
も
の
、
流
行
は
時
代
と
と
も
に
変
化
し
て
い
く
も
の
）
や
「
か
る
み
」
な
ど
の
芭
蕉
の
美
学
が
完
成

さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。 

元
禄
七
（
一
六
九
四
）
年
の
五
月
、
芭
蕉
は
最
後
の
旅
と
な
る
上
方

か
み
が
た

へ
立
ち
、
九
月
に
入
っ
て
西
国
へ
向
か
う
途
中
、
大
坂
で
病
に
た
お
れ
ま
し

た
。
同
年
十
月
、
「
旅
に
病
ん
で
夢
は
枯
れ
野
を
か
け
め
ぐ
る
」
の
辞
世
の
句
を
残
し
て
、
と
う
と
う
帰
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
の
で
す
。
五
十
一
歳
で

し
た
。 

芭
蕉
が
な
く
な
っ
た
あ
と
、
門
弟
た
ち
は
、
蕉
風
俳
諧
の
本
質
的
な
ひ
ろ
さ
や
深
さ
を
理
解
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
が
、
勝
手
に
自
分
た
ち
の
信
じ
る

芭
蕉
像
を
正
し
い
も
の
と
し
て
た
が
い
に
ゆ
ず
ら
な
か
っ
た
の
で
、
蕉
門
は
ば
ら
ば
ら
に
わ
か
れ
て
い
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

芭
蕉
が
な
く
な
っ
て
よ
う
や
く
五
十
年
が
す
ぎ
た
こ
ろ
か
ら
、
〝
芭
蕉
に
帰
れ
〟
と
い
う
芭
蕉
復
帰
の
動
き
が
み
え
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
の
こ
ろ

の
俳
諧
を
「
中
興

ち
ゅ
う
こ
う

俳
諧
」
と
い
い
ま
す
。
こ
う
し
た
動
き
の
中
で
き
わ
だ
っ
た
活
躍
を
み
せ
た
の
が
、
与
謝

よ

さ

蕪
村

ぶ

そ

ん

で
す
。（
中
略
） 

さ
て
、
江
戸
時
代
の
俳
諧
を
理
解
す
る
う
え
で
、
ひ
と
つ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
い
ま
ま
で
み
て
き
た
よ
う
に
、
明
治
以
前
の

俳
諧
は
連
句
が
中
心
に
な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。 



み
な
さ
ん
は
、
俳
句
と
い
う
も
の
は
、
五
・
七
・
五
だ
け
の
一
句
が
独
立
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
は
、
明
治
に
な
っ
て
か

ら
の
こ
と
で
す
。
正
岡
子
規
が
連
句
の
発
句

ほ

っ

く

（
歌
仙
（
注
２
）
の
第
一
句
目
）
を
独
立
さ
せ
て
、
俳
句
と
よ
び
、
文
学
の
価
値
を
高
め
た
の
で
す
。

子
規
の
俳
句
革
新
は
、
俳
句
を
文
学
と
し
て
屹
立

き
つ
り
つ

さ
せ
は
し
ま
し
た
が
、
一
方
で
は
、
連
句
の
座
（
共
同
で
ひ
と
つ
の
作
品
を
作
り
あ
う
場
）
を
う

し
な
う
こ
と
に
も
な
り
ま
し
た
。 

こ
の
本
に
収
録
さ
れ
て
い
る
『
山
中
三
吟
両
吟
歌
仙

や
ま
な
か
さ
ん
ぎ
ん
り
ょ
う
ぎ
ん
か
せ
ん

』
（
注
３
）
を
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
、
連
句
の
座
で
は
、
た
え
ず
、

他
の
人
が
詠
ん
だ
前
の
句
に
触
発
さ
れ
な
が
ら
、
ま
っ
た
く
新
し
い
世
界
を
き
り
ひ
ら
き
、
変
化
さ
せ
て
展
開
す
る
作
業
が
く
り
か
え
さ
れ
ま
す
。 

芭
蕉
も
蕪
村
も
一
茶
も
、
江
戸
時
代
の
連
句
の
世
界
か
ら
切
磋
琢
磨

せ

っ

さ

た

く

ま

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
あ
る
作
品
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
っ
た
の
で
す
。
こ

う
し
た
共
同
作
業
の
舞
台
の
た
い
せ
つ
さ
を
知
る
こ
と
が
、
江
戸
時
代
の
俳
諧
を
理
解
す
る
ひ
と
つ
の
鍵
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

俳
諧
と
は
、
ひ
と
り
で
は
な
く
、
共
同
体
の
宴

う
た
げ

の
場
か
ら
う
ま
れ
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
日
本
の
短
詩
型
文
学
の
大
き
な
特
色
と
も
い
え
る
で

し
ょ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
俳
人
） 

 

（
髙
橋
治

お
さ
む

著
『
お
く
の
ほ
そ
道
ほ
か
』（
講
談
社
）
よ
り
。
石
寒
太
「
解
説
」。
出
題
に
当
た
り
、
原
典
に
あ
る
ル
ビ
、
小
見
出
し
等
を
一
部 

省
略
し
て
い
る
。） 

                        

（
注
１
） 

「
応
安
新
式 

」
と
は
、
応
安
五 

(

一
三
七
二)

年
、
二
条
良
基

よ
し
も
と

が
、
連
歌
師
・
救
済

ぐ

さ

い

（「
き
ゅ
う
せ
い
」「
き
ゅ
う
ぜ
い
」
と
も
い
う
）
の

協
力
を
得
て
制
定
し
た
、
連
歌
式
目
・
第
一
巻
の
こ
と
。
一
般
に
「
連
歌
新
式
」
と
も
い
う
。
そ
れ
ま
で
雑
多
で
あ
っ
た
連
歌
式
目
を

統
一
し
、
勅
許

ち
ょ
っ
き
ょ

を
仰
い
で
世
に
ひ
ろ
め
、
以
後
の
規
範
と
な
っ
た
。 

 

（
注
２
） 

「
歌
仙
」
と
は
、
①
す
ぐ
れ
た
歌
人
の
こ
と
。
六
歌
仙
や
三
十
六
歌
仙
な
ど
が
有
名
。
②
連
歌
・
俳
諧
の
形
式
の
一
つ
。
長
句
と
短
句

を
交
互
に
、
三
十
六
句
続
け
た
も
の
。
二
枚
の

懐
ふ
と
こ
ろ

紙
（
歌
懐
紙
）
の
第
一
紙
の
表
に
六
句
、
裏
に
十
二
句
、
第
二
紙
の
表
に
十
二
句
、

 20     15     10     5    1 

問
４
の
設
問 

下
書
き
用
（
清
書
は
解
答
用
紙
に
書
き
な
さ
い
。） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
解
答
用
紙
に
書
い
て
い
な
い
答
案
は
、
採
点
の
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。） 

1                     

                     

                     

                     

5                     

                     

                     

                     

                     

10                     

                     

                     

                     

                     

15                     
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裏
に
六
句
を
書
き
つ
け
る
。
和
歌
の
三
十
六
歌
仙
に
ち
な
ん
だ
名
称
で
、
蕉
風
確
立
以
後
、
連
句
形
式
の
主
流
と
な
る
。
三
十
六
句
連つ

ら

ね
て
区
切
り
を
つ
け
、
こ
れ
を
「
歌
仙
を
巻
く
」
と
い
う
。
こ
こ
で
は
、
②
の
意
味
。 

 

（
注
３
） 
『
山
中
三
吟
両
吟
歌
仙
』
と
は
、
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
旅
の
途
中
、
加
賀
・
山
中

や
ま
な
か

温
泉
に
滞
在
し
た
、
芭
蕉
、
同
行
の
曾
良
、
金
沢

の
俳
人
立
花
北
枝

ほ

く

し

の
三
人
で
詠
ん
だ
三
十
六
連
句
集
の
こ
と
。
当
初
は
、
三
人
で
三
吟
だ
っ
た
の
が
、
曾
良
が
体
調
不
良
で
先
に
帰
り
、

芭
蕉
、
北
枝
の
二
人
の
両
吟
と
な
っ
た
。 

 

（
問
題
は
こ
こ
ま
で
） 

 


