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リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
科
（
一
般
選
抜
・
チ
ャ
レ
ン
ジ
（
特
待
生
）
選
抜　

中
期
）

 
1
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

近
代
の
政
治
思
想
の
特
徴
と
し
て
は
、
依
存
す
る
こ
と
へ
の
極
度
の
恐
怖
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、「
依
存
（dependence

）」
と
対
比
さ
れ
る
の

は
も
ち
ろ
ん
、「
自
立
（independence

）」
で
あ
る
。

　

政
治
を
担
う
市
民
は
、
自
立
し
た
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
者
に
依
存
し
た
ま
ま
で
は
、
自
ら
を
律
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
々
が
政

治
の
領
域
に
ａ

サ
ン
ニ
ュ
ウ
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
他
者
へ
の
依
存
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
が
、
近
代
政
治
思
想
史
に

お
い
て
繰
り
返
し
説
か
れ
て
き
た
。

　

も
ち
ろ
ん
、
他
者
の
恣
意
的
な
意
志
に
従
属
し
な
い
こ
と
を
も
っ
て
自
由
の
本
質
と
み
な
す
伝
統
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
以
来
の
も
の
で
あ
る
。
主
人
に
従
属
す
る

奴
隷
と
対
比
さ
れ
る
の
は
、
自
由
な
市
民
で
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
自
由
な
国
家
と
は
、
他
国
の
支
配
や
自
国
の
君
主
の
恣
意
的
な
統
治
に
屈
す
る
こ
と
な
く
、
市
民
が

自
ら
の
国
の
あ
り
方
を
決
定
で
き
る
国
家
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、「
個
人
の
自
由
」
と
「
国
家
の
自
由
」
が
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
る
伝
統
は
、
西
洋
政
治
思
想
史
の

一
つ
の
精
神
的
背
骨
を
形
成
し
て
き
た
。

　

と
は
い
え
、
近
代
の
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、「
依
存
」
問
題
は
も
っ
ぱ
ら
個
人
に
フ
ォ
ー
カ
ス
が
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
何
よ
り
も
⑴

重
視
さ
れ
た
の
は
、
個
人
が

他
の
個
人
に
依
存
し
な
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
個
人
の
自
由
と
国
家
の
自
由
を
つ
な
げ
て
理
解
す
る
伝
統
は
む
し
ろ
ス
イ
ｂ

タ
イ
し
、
個
人
の
自
由
そ
れ
自
体
が
議
論
の
中
心
と

な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

政
治
社
会
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
、
人
々
は
所
与
の
依
存
関
係
を
す
べ
て
ｃ

セ
イ
サ
ン
し
て
、
完
全
に
自
由
で
平
等
な
諸
個
人
と
な
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
諸
個
人

の
契
約
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
国
家
だ
け
が
、
正
当
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
説
く
社
会
契
約
論
は
、
個
人
の
依
存
を
嫌
う
近
代
の
政
治
思
想
の
代
表
的

な
も
の
で
あ
る
。

　

依
存
へ
の
恐
怖
を
強
調
し
た
主
た
る
思
想
家
と
し
て
は
、
や
は
り

（
注
１
）

ジ
ャ
ン=
ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
を
あ
げ
ね
ば
な
ら
な
い
。『
人
間
不
平
等
起
源
論
』
に
お
い
て
、
⑵

ル

ソ
ー
は
社
会
に
存
在
す
る
不
平
等
が
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
か
を
探
っ
て
い
る
。
そ
の
際
に
ｄ

シ
ョ
ウ
テ
ン
と
な
っ
た
の
が
、
や
は
り
「
依
存
」
で
あ
っ
た
。

　

ル
ソ
ー
に
い
わ
せ
れ
ば
、
自
然
状
態
に
お
い
て
不
平
等
は
存
在
し
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
も
そ
も
人
間
の
間
に
恒
常
的
な 　

Ａ　

 

的
関
係
は
一
切
存
在
せ
ず
、
各
人
は

そ
れ
ぞ
れ
自
足
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
の
は
、
た
だ
自
己
保
存
の
本
能
と
、
他
者
の
痛
み
や
苦
し
み
に
カ
ン
ｅ

ノ
ウ
す
る
憐
れ
み
の
情

だ
け
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
そ
れ
だ
け
で
十
分
だ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
、
人
間
の
間
に
は
、
い
つ
し
か
相
互
依
存
の
関
係
が
生
ま
れ
て
く
る
。
こ
の
関
係
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
悪
徳
の
源
泉
で
あ
っ
た
。
人
は
次
第
に
こ
の
関
係
な
し
に



３

は
生
き
て
い
け
な
く
な
り
、
や
が
て
嫉
妬
や
妬ね

た

み
の
感
情
が
人
々
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
る
。
⑶

他
人
の 　
　
　
　
　
　

 

暮
ら
す
人
々
の
関
係
は
あ
た
か
も
「
鉄
鎖
」
の
よ
う

に
な
り
、
や
が
て
所
有
権
の
確
立
が
こ
の
「
鉄
鎖
」
を
完
成
さ
せ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
説
く
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
、
依
存
は 　

Ｂ　

 

的
に
は
支
配 　

 

服
従
関
係
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。「
従
属
の
き
ず
な
と
い
う
も
の
は
、
人
々
の
相
互
依
存

と
彼
ら
を
結
び
つ
け
る
相
互
の
欲
望
と
か
ら
で
な
け
れ
ば
形
成
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
あ
る
人
を
服
従
さ
せ
る
こ
と
は
、
あ
ら
か
じ
め
そ
の
人
間
を
他
の
人
間
が
い
な
く
て
は

や
っ
て
い
け
な
い
よ
う
な
事
情
の
下
に
お
か
な
い
か
ぎ
り
不
可
能
で
あ
る
」。

　

こ
こ
に
あ
る
の
は
、
他
の
人
間
に
依
存
す
る
こ
と
が
従
属
に
つ
な
が
る
以
上
、
そ
も
そ
も
他
の
人
間
を
必
要
と
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
悪
と
み
な
す
思
考
で
あ
る
。
し
か

し
、
人
が
他
者
に
依
存
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
悪
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

実
を
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
依
存
へ
の
恐
怖
は
、
現
代
の
政
治
哲
学
に
お
い
て
も
幅
広
く
み
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
一
例
と
し
て
は
、
お
よ
そ
ル
ソ
ー
と
は
異
質
な
思
想
家

と
思
わ
れ
て
い
る

（
注
２
）

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
エ
ク
が
あ
げ
ら
れ
る
。『
隷
従
へ
の
道
』
に
お
い
て
社
会
主
義
の
計
画
経
済
を
批
判
し
た
ハ
イ
エ
ク
は
、『
自
由
の
条
件
』
に
お

い
て
さ
ら
に
踏
み
込
ん
で
自
由
に
つ
い
て
の
原
理
的
考
察
を
行
っ
て
い
る
。
彼
に
と
っ
て
の
自
由
と
は
「
強
制
の
排
除
」
で
あ
り
、
こ
の
場
合
、「
強
制
」
と
は
人
を
他
者
の
恣

意
的
な
意
志
に
従
属
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

こ
れ
に
対
し
ハ
イ
エ
ク
が
掲
げ
る
の
が
「
法
の
支
配
」
で
あ
る
。
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
の
「
法
の
支
配
」
と
は
、
諸
個
人
が
自
ら
の
行
動
を
決
定
す
る
に
あ
た
っ
て
、
事
前
に

あ
ら
か
じ
め
一
般
的
な
ル
ー
ル
が
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
重
要
な
の
は
、
⑷

恣
意
的
な
立
法
権
力
に
よ
っ
て
時
々
の
ル
ー
ル
変
更
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
り
、
ま

た
特
定
の
個
人
や
集
団
を
狙
い
撃
ち
し
た 　

Ｃ　

 

的
立
法
が
行
わ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

ハ
イ
エ
ク
と
い
え
ば
、
市
場
を
絶
対
視
す
る
思
想
家
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
。
と
は
い
え
、
実
際
に
そ
の
著
作
を
読
ん
で
み
る
と
そ
の
印
象
は
や
や
異
な
る
。
彼
を
突
き

動
か
し
て
い
る
の
は
⑸

市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
へ
の
信
頼
と
い
う
以
上
に
、
他
者
の
意
志
に
従
属
す
る
こ
と
に
対
す
る
忌
避
感
で
あ
る
。
他
の
個
人
の
恣
意
的
な
意
志
に
振
り
回
さ
れ

る
く
ら
い
な
ら
、
形
式
的
で
一
般
的
な
ル
ー
ル
に
従
う
方
が
は
る
か
に
い
い
。
も
っ
と
も
悪
い
の
は
、
他
者
の 　
　

Ｘ　
　

 

次
第
と
い
う
状
態
に
置
か
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
ハ

イ
エ
ク
が
市
場
を
評
価
し
た
の
も
、
そ
れ
が
非
人
格
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
部
分
が
少
な
く
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

　

他
者
の
恣
意
的
な
意
志
へ
の
従
属
を
恐
れ
て
い
る
の
は
、
ハ
イ
エ
ク
だ
け
で
は
な
い
。
新
た
な
生
活
保
障
の
構
想
と
し
て
現
在 　

Ｙ　

 

を
浴
び
て
い
る
、
い
わ
ゆ
る
「
ベ
ー

シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
（
基
礎
所
得
保
障
）」
論
に
し
て
も
、
根
底
に
あ
る
の
は
や
は
り
他
者
へ
依
存
す
る
こ
と
へ
の
恐
怖
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
仕
組
み
に
お
い
て
は
、
国
民
の
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
た
め
、
一
人
ひ
と
り
の
国
民
に
直
接
現
金
が
給
付
さ
れ
る
。
な
ぜ
こ
の
仕
組
み
が
、 　

Ｄ　

 

的
な
生
活

保
護
や
失
業
保
険
、
医
療
補
助
や
子
育
て
扶
助
な
ど
の
個
別
的
な
政
策
に
比
べ
優
れ
て
い
る
か
と
い
え
ば
、
こ
れ
ら
の
制
度
に
含
ま
れ
る
逆
差
別
や
不
公
正
の
可
能
性
を
排
除

で
き
る
こ
と
に
加
え
、
現
場
レ
ベ
ル
の
行
政
担
当
者
に
よ
る
恣
意
的
運
用
を
避
け
ら
れ
る
と
い
う
点
が
大
き
い
。



４

　
⑹

そ
の
際
、
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
個
別
の
制
度
に
ど
れ
だ
け
の
不
合
理
が
あ
る
か
、
あ
る
い
は
実
際
の
運
用
に
ど
れ
く
ら
い
問
題
が
あ
る
か
で
は
な
い
。
少
な
く

と
も
、
そ
れ
が
主
眼
で
は
な
い
。
む
し
ろ 　

Ｅ　

 

的
な
の
は
、
全
員
一
律
の
現
金
給
付
と
い
う
仕
組
み
に
は
、
他
者
の
恣
意
的
な
判
断
が
入
り
込
む
余
地
が
一
切
0

0

な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
点
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
末
端
行
政
官
に
よ
る
裁
量
の
余
地
を
す
べ
て
排
除
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
み
ら
れ
る
の
は
や
は
り
、
他
者
の
判
断
や
裁
量
に
依
存
す
る
こ
と
へ
の
恐
怖
で
あ
る
。
何
よ
り
も
避
け
る
べ
き
は
、
特
定
の
個
人
の
意
志
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
と
比
べ
れ
ば
、
非
人
格
的
で
一
般
的
な
ル
ー
ル
や
制
度
に
従
う
こ
と
は
、
は
る
か
に
ま
し
0

0

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
発
想
は
、
今
日
の
多
様
な
政
治
哲
学
的
思
考
に
も

広
く
浸
透
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
字
野
重
規
『
民
主
主
義
の
つ
く
り
方
』
筑
摩
書
房
に
よ
る
）

　
（
注
１
）　

ジ
ャ
ン=

ジ
ャ
ッ
ク
・
ル
ソ
ー
＝
一
七
一
二
～
一
七
七
八
年
。
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
思
想
家
、
哲
学
者
、
作
家
。

　
（
注
２
）　

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
・
ハ
イ
エ
ク
＝
一
八
九
九
年
～
一
九
九
二
年
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
経
済
学
者
。

問
㈠　

傍
線
部
ａ
～
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
に
あ
た
る
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
各
群
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

　
　

ａ
＝ 　

１　

 　
　

ｂ
＝ 　

２　

 　
　
ｃ
＝ 　

３　
 　

　

ｄ
＝ 　

４　

 　
　
ｅ
＝ 　

５　
　
　

 　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１　

動
議
に
サ
ン
セ
イ
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２　

サ
ン
ミ
が
強
い
料
理
。

　
　

ａ　

サ
ン
ニ
ュ
ウ　
　
　

３　

弁
当
を
ジ
サ
ン
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４　

川
沿
い
に
サ
ン
ザ
イ
す
る
民
家
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

５　

女
児
を
シ
ュ
ッ
サ
ン
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１　

タ
イ
ロ
を
断
た
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２　

タ
イ
ゼ
ン
と
か
ま
え
る
。

　
　

ｂ　

ス
イ
タ
イ　
　
　
　

３　

キ
タ
イ
を
裏
切
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４　

犯
人
を
タ
イ
ホ
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

５　

道
路
が
ジ
ュ
ウ
タ
イ
す
る
。



５

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１　

明
日
の
天
気
は
カ
イ
セ
イ
だ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２　

エ
ン
ジ
ン
を
セ
イ
ビ
す
る
。

　
　

ｃ　

セ
イ
サ
ン　
　
　
　

３　

エ
ン
セ
イ
隊
に
加
わ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４　

セ
イ
ヒ
ン
に
甘
ん
じ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

５　

ハ
ン
セ
イ
を
促
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１　

事
務
レ
ベ
ル
で
セ
ッ
シ
ョ
ウ
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２　

リ
ン
シ
ョ
ウ
医
を
育
成
す
る
。

　
　

ｄ　

シ
ョ
ウ
テ
ン　
　
　

３　

実
験
結
果
を
ケ
ン
シ
ョ
ウ
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４　

左
右
タ
イ
シ
ョ
ウ
の
デ
ザ
イ
ン
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

５　

シ
ョ
ウ
ソ
ウ
に
か
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１　

ボ
ン
ノ
ウ
を
捨
て
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２　

環
境
に
ジ
ュ
ン
ノ
ウ
す
る
。

　
　

ｅ　

カ
ン
ノ
ウ　
　
　
　

３　

商
品
を
ノ
ウ
ニ
ュ
ウ
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４　

ノ
ウ
ギ
ョ
ウ
を
営
む
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

５　

果
汁
を
ノ
ウ
シ
ュ
ク
す
る
。

問
㈡　

空
欄 　

Ａ　

 

～ 　

Ｅ　

 

を
補
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。（
同
じ
番
号
を
二
度
以
上
選
ん
で
は

い
け
ま
せ
ん
。）　

Ａ
＝ 　

６　

 　
　

Ｂ
＝ 　

７　

 　
　

Ｃ
＝ 　

８　

 　
　

Ｄ
＝ 　

９　
 　

　

Ｅ
＝ 　

10　

 　

 　
　
　

 　
　

 　
　

　
　

１　

最
終　
　
　
　
　

２　

伝
統　
　
　
　
　

３　

社
会　
　
　
　
　

４　

従
属　
　
　
　
　

５　

個
別　
　
　
　
　

６　

本
質　

問
㈢　

傍
線
部
⑴
「
重
視
」
と
熟
語
の
構
成
が
同
じ
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 　

11　



６

　
　

１　

脱
皮　
　
　
　
　

２　

増
減　
　
　
　
　

３　

堅
持　
　
　
　
　

４　

非
常　
　
　
　
　

５　

余
人

問
㈣　

傍
線
部
⑵
「
ル
ソ
ー
は
社
会
に
存
在
す
る
不
平
等
が
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
か
を
探
っ
て
い
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ル
ソ
ー
の
捉
え
方
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 　

12　

１　

自
己
保
存
の
本
能
と
憐
れ
み
の
情
を
失
っ
た
人
間
は
他
者
に
依
存
す
る
よ
う
に
な
り
、
さ
ら
に
は
所
有
権
を
め
ぐ
る
争
い
を
始
め
た
。

２　

各
人
が
自
足
し
た
生
活
を
送
っ
て
い
た
自
然
状
態
の
中
に
相
互
依
存
の
関
係
が
生
ま
れ
、
そ
れ
が
や
が
て
支
配 

・
服
従
の
関
係
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。

３　

各
人
が
自
足
し
て
本
能
的
に
生
を
営
む
自
然
状
態
か
ら
脱
却
し
た
人
間
は
、
お
互
い
の
欲
望
を
き
ず
な
と
し
て
結
び
あ
っ
て
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

４　

自
己
保
存
本
能
で
生
き
る
自
然
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
た
人
間
の
心
の
中
に
、
相
互
依
存
が
生
み
出
す
嫉
妬
の
感
情
が
芽
生
え
た
。

５　

よ
り
一
層
の
平
等
を
求
め
て
自
然
状
態
か
ら
脱
却
し
た
人
間
で
あ
っ
た
が
、
や
が
て
支
配 

・
服
従
と
い
う
契
約
に
縛
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

問
㈤　

傍
線
部
⑶
「
他
人
の 　
　
　
　

 

暮
ら
す
人
々
」
の
空
欄 　
　
　
　

 

に
入
る
言
葉
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し

な
さ
い
。 　

13

　
　

１　

鼻
を
あ
か
し
て

　
　

２　

尻
馬
に
乗
っ
て

　
　

３　

足
を
引
っ
張
っ
て

　
　

４　

胸
を
借
り
て

　
　

５　

顔
色
を
う
か
が
っ
て

問
㈥　

傍
線
部
⑷
「
恣
意
的
な
立
法
権
力
に
よ
っ
て
時
々
の
ル
ー
ル
変
更
が
な
さ
れ
な
い
こ
と
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
と
は
逆
に
「
恣
意
的
に
ル
ー
ル
が
変
更
さ
れ
る
こ
と
」

を
表
わ
す
四
字
熟
語
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 　

14　

　
　

１　

朝
三
暮
四　
　
　
　

２　

一
朝
一
夕　
　
　
　

３　

上
意
下
達　
　
　
　

４　

朝
令
暮
改　
　
　
　

５　

起
死
回
生

問
㈦　

傍
線
部
⑸
「
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
へ
の
信
頼
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ハ
イ
エ
ク
に
と
っ
て
「
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
が
「
信
頼
」
で
き
る
理
由
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次



７

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 　

15　

１　

支
配 

・
服
従
と
い
う
依
存
関
係
に
対
す
る
人
間
の
恐
怖
を
抑
制
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
か
ら
。

２　

社
会
主
義
の
計
画
経
済
に
基
づ
い
た
強
制
を
排
除
で
き
る
、
自
由
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
か
ら
。

３　

諸
個
人
が
自
ら
の
行
動
を
決
定
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
法
が
支
配
し
て
い
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
か
ら
。

４　

特
定
の
人
間
の
意
志
に
左
右
さ
れ
な
い
、
一
般
的
な
ル
ー
ル
に
従
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
か
ら
。

５　

特
定
の
個
人
や
集
団
を
狙
い
撃
ち
し
な
い
、
絶
対
的
な
力
を
持
つ
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
か
ら
。

問
㈧　

空
欄 　

Ｘ　

 

・ 　

Ｙ　

 
を
補
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
語
を
、
各
群
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。　

Ｘ
＝ 　

16　

 　
　

Ｙ
＝ 　

17　

　
　

Ｘ　

１　

手
ほ
ど
き　
　
　

２　

腹
具
合　
　
　

３　

さ
じ
加
減　
　
　

４　

根
回
し　
　
　

５　

神
頼
み

　
　

Ｙ　

１　

喝
采　
　
　
　
　

２　

視
線　
　
　
　

３　

歓
声　
　
　
　
　

４　

気
勢　
　
　
　

５　

脚
光

問
㈨　

傍
線
部
⑹
「
そ
の
際
」
の
内
容
の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 　

18　

１　

他
者
の
意
志
に
従
属
す
る
こ
と
を
忌
避
す
る
際

２　
「
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
イ
ン
カ
ム
」
論
と
こ
れ
ま
で
の
個
別
的
保
障
政
策
を
比
較
す
る
際

３　

国
民
の
最
低
限
度
の
生
活
を
保
障
す
る
際

４　

生
活
保
護
や
失
業
保
険
、
医
療
補
助
や
子
育
て
扶
助
な
ど
の
政
策
を
停
止
す
る
際

５　

現
場
レ
ベ
ル
の
行
政
担
当
者
に
よ
る
恣
意
的
運
用
を
避
け
る
際

問
㈩　

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。 　

19　

１　

他
者
へ
の
依
存
か
ら
の
脱
却
と
い
う
考
え
方
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
以
来
の
政
治
思
想
の
中
核
的
理
念
で
あ
る
。

２　

近
代
の
政
治
思
想
に
お
い
て
は
、「
個
人
の
自
由
」
と
「
国
家
の
自
由
」
は
全
く
別
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

３　

近
代
の
政
治
思
想
は
、
完
全
に
自
由
で
平
等
な
諸
個
人
の
契
約
に
よ
っ
て
打
ち
立
て
ら
れ
た
国
家
を
正
当
な
も
の
と
す
る
。

４　

ル
ソ
ー
と
ハ
イ
エ
ク
の
政
治
思
想
の
違
い
は
、
市
場
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
絶
対
視
す
る
か
し
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。



８

５　

非
人
格
的
な
ル
ー
ル
や
制
度
も
、
そ
れ
に
従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
支
配 

・
服
従
と
い
う
依
存
関
係
を
脱
却
で
き
て
い
な
い
。



９

 
2
　

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

　

こ
れ
は
私
と
同
年
配
の
、
も
う
八
十
歳
に
近
い
人
の
話
に
な
る
が
、
幼
い
頃
の
遊
び
場
と
言
え
ば
、
狭
い
路
地
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
な
け
れ
ば
、
お
寺
の
ａ

境
内
だ
っ
た
と
い

う
。

　

下
町
の
育
ち
の
人
で
あ
る
。
小
ぢ
ん
ま
り
と
し
た
甲  

巷ち
ま
たの

お
寺
で
、
境
内
も
ひ
ろ
く
は
な
い
が
南
へ
向
い
て
い
た
の
で
、
と
り
わ
け
冬
場
に
は
子
供
の
溜た

ま
り
場
と
な
っ

た
。
背
中
に
お
ぶ
っ
た
赤
ん
坊
を
ゆ
す
り
な
が
ら
境
内
を
行
き
つ
戻
り
つ
す
る
老
女
の
姿
も
見
え
た
。
お
堂
の
裏
手
に
は
墓
地
が
あ
っ
た
。
卒そ

塔と
う

婆ば

の
先
端
が
の
ぞ
く
。
春
と

も
な
れ
ば
墓
地
か
ら
⑴

陽か
げ
ろ
う炎

が
立
つ
。
そ
の
光
景
が
今
に
な
り
ｂ

懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
。
陽
炎
の
中
で
遊
ん
で
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
す
べ
て
、
空
襲
に
よ
っ
て
焼
き
払

わ
れ
た
。

　

山
の
手
の
ほ
う
に
な
る
が
、
私
も
敗
戦
の
直
後
の
一
時
期
、
お
寺
の
多
い
界か

い

隈わ
い

に
暮
ら
し
た
。
江
戸
期
に
市
街
地
か
ら
「
山
」
の
ほ
う
へ
越
し
て
き
た
寺
院
ら
し
い
。
す
で
に

古
色
蒼そ

う

然ぜ
ん

と
し
た
お
寺
も
あ
っ
た
が
、
空
襲
に
焼
か
れ
て
新
ｃ

普
請
の
お
寺
も
あ
っ
た
。

　

あ
ち
こ
ち
に
焼
け
跡
が
あ
っ
た
の
で
子
供
た
ち
は
遊
び
場
に
不
自
由
は
し
な
か
っ
た
が
、
興
に
乗
れ
ば
町
か
ら
町
へ
と
走
り
ま
わ
る
。
お
寺
の
境
内
か
ら
墓
地
を
、
群
れ
を

な
し
歓
声
を
あ
げ
て
駆
け
抜
け
る
。
け
し
か
ら
ん
餓
鬼
ど
も
で
あ
る
。
そ
の
罰
だ
が
、
墓
地
で
し
た
た
か
に
ｄ

転
ん
だ
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
疵き

ず

か
ら
高
熱
を
出
し
た
。
親
は
⑵

眉

を
ひ
そ
め
て
い
た
。（　

イ　

）
子
供
は
ｅ

懲
り
な
い
。
暮
れ
方
に
仲
間
と
墓
地
を
抜
け
て
帰
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

　

青
年
期
ま
で
は
引
っ
越
し
の
多
い
人
生
だ
っ
た
。
そ
れ
が
、
三
十
歳
の
頃
に
も
う
一
度
越
し
て
、
ま
だ
仮
の
住
ま
い
の
よ
う
に
思
う
う
ち
に
、
い
つ
し
か
五
十
年
近
く
居
つ

い
た
き
り
、
現
在
に
至
る
。

　

あ
た
り
に
三
箇
寺
ば
か
り
あ
る
が
、
ど
れ
も
歩
い
て
は
半
時
間
近
く
か
か
る
。
こ
こ
に
住
ま
う
間
、
作
家
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
書
い
て
き
た
が
、
ｆ

通
夜
や
葬
式
の
こ
と
は
別

に
し
て
、
お
寺
が
情
景
と
し
て
出
て
き
た
作
品
は
、
一
篇
も
な
い
よ
う
な
気
が
す
る
。
明
治
や
大
正
、
昭
和
の
初
期
ま
で
の
先
人
た
ち
の
小
説
を
読
む
と
、
お
寺
の
あ
る
情
景

が
よ
く
出
て
く
る
。
さ
り
げ
な
く
描
か
れ
て
い
る
が
、
読
む
私
の
眼
は
そ
こ
に
留
ま
る
。

　

私
の
生
ま
れ
る
頃
に
は
も
う
失
わ
れ
た
情
景
ら
し
い
が
、
な
に
や
ら
深
い
見
覚
え
が
あ
る
。
私
自
身
が
そ
こ
に
立
っ
て
、
つ
く
づ
く
眺
め
て
い
る
よ
う
な
、
そ
ん
な
心
地
が

し
て
く
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
今
の
世
で
小
説
な
ど
を
書
く
の
は
、
な
ん
と
味
気
な
い
こ
と
か
、
と
⑶

つ
い
溜
め
息
も
も
れ
る
。

　

お
寺
が
近
く
に
な
い
こ
と
に
は
、
町
が
ど
う
も
町
に
な
ら
な
い
、
と
思
う
こ
と
も
あ
る
。

　
（
中
略
）

　

お
寺
の
鐘
の
音
と
い
う
も
の
を
、
東
京
で
生
ま
れ
育
っ
た
私
は
日
常
に
聞
い
た
覚
え
が
な
い
。（　

ロ　

）
遠
く
に
か
す
か
に
聞
こ
え
て
い
た
の
を
、
忘
れ
て
い
る
の
か
も
し



10

れ
な
い
。

　

戦
争
が
本
土
に
迫
る
頃
に
、
寺
々
の
鐘
が
軍
需
の
た
め
に
供
出
さ
せ
ら
れ
た
と
聞
く
。
梵ぼ

ん

鐘し
ょ
うが

融と

か
さ
れ
て
砲
弾
な
ど
に
化
し
た
わ
け
だ
。
た
と
え
供
出
を
ま
ぬ
が
れ
た
と

し
て
も
、
お
お
っ
ぴ
ら
に
鐘
を
撞つ

く
の
は
は
ば
か
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。

　
⑷

永
井
荷
風
が
、
昭
和
の
十
年
の
頃
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
が
、
東
京
の
鐘
の
音
の
こ
と
を
随
想
の
中
に
書
い
て
い
る
。
芝
の
増
上
寺
か
ら
麻
布
の
高
台
へ
伝
わ
っ
て
く
る
鐘
の

音
ら
し
い
。
二
、三
日
荒
れ
た
木
枯
ら
し
が
、
冬
の
日
の
暮
れ
る
と
と
も
に
ぱ
っ
た
り
と
止
ん
だ
そ
の
静
ま
り
の
中
を
、
最
初
の
ひ
と
撞
き
が
コ
ー
ン
と
は
っ
き
り
耳
に
つ
い
て

き
た
、
と
い
う
。（　

ハ　

）、
乙

糠ぬ
か

雨
の
雫し

ず
くが

庭
の
若
葉
の
、
葉
末
か
ら
音
も
な
く
ｇ

滴
る
薄
暗
い
昼
過
ぎ
に
、
鐘
の
音
が
い
つ
も
よ
り
い
っ
そ
う
遠
く
ｈ

柔
ら
か
に
聞
こ
え
て

く
る
、
と
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
秋
も
末
に
近
く
、
ひ
と
宵
ご
と
に
力
を
増
す
よ
う
な
西
風
に
、
と
ぎ
れ
て
聞
こ
え
て
く
る
鐘
の
声
の
、
寂せ

き

寥り
ょ
う

感
を
荷
風
は
噛か

み
し
め
て
い
る

様
子
で
あ
る
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
我
が
身
に
迫
る
老
い
と
、
戦
乱
へ
傾
く
世
の
移
り
と
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
ら
し
い
。
そ
し
て
随
想
の
結
び
は
、

　
　
　

 

た
ま
た
ま
鐘
の
声
を
耳
に
す
る
時
、
わ
た
く
し
は
何
の
理
由
も
な
く
、
む
か
し
の
人
々
と
同
じ
や
う
な
心
持
で
、
鐘
の
声
を
聴
く
最
後
の
一
人
で
は
な
い
か
と
い

ふ
や
う
な
心
細
い
気
が
し
て
な
ら
な
い 
…
…
。

　

昭
和
十
一
年
、
荷
風
の
五
十
七
の
歳
の
作
品
で
あ
る
。
そ
の
翌
年
に
私
は
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
わ
ず
か
八
年
後
の
昭
和
二
十
年
に
、
荷
風
の
麻
布
の
住
ま
い
も
、
郊
外
の

私
の
家
も
、
空
襲
で
焼
き
払
わ
れ
た
。
あ
る
い
は
、
近
頃
し
き
り
に
鐘
の
音
が
耳
に
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
荷
風
の
感
慨
の
内
に
は
、
東
京
の
炎
上
の
予
感
が
ふ
く
ま
れ
て
い
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

私
に
と
っ
て
は
し
ょ
せ
ん
、
知
ら
ぬ
鐘
の
音
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
冬
の
冴さ

え
た
空
気
に
く
っ
き
り
と
響
く
、
あ
る
い
は
初
夏
の
小
雨
の
中
に
や
わ
ら
か
に
ふ
く
ら
む
、

あ
る
い
は
晩
秋
の
風
に
と
ぎ
れ
が
ち
に
運
ば
れ
て
く
る
、
そ
ん
な
遠
い
鐘
の
音
へ
、
私
も
つ
く
づ
く
耳
を
や
っ
た
こ
と
が
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

　

往
古
の
歌
集
を
読
む
う
ち
に
、
鐘
の
音
を
詠
み
こ
ん
だ
歌
に
出
会
う
と
、
い
ま
し
が
た
聞
こ
え
た
か
の
よ
う
に
、
遠
く
へ
耳
を
や
る
こ
と
が
あ
る
。（ 

１ 

）

　

千
年
も
の
時
空
を
渡
っ
て
く
る
鐘
の
声
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
。
花
の
頃
の
、
霞
を
洩も

れ
る
鐘
の
音
、
と
い
う
。
恍こ

う

惚こ
つ

感
を
誘
う
。（

注
）

入い
り

相あ
い

の
鐘
を
つ
く
づ
く
と
、
今
日
も

こ
う
し
て
過
ぎ
た
か
と
聞
く
。
寝
覚
め
に
聞
く
鐘
、
こ
れ
に
は
年
を
取
る
ほ
ど
に
身
に
つ
ま
さ
れ
る
。（ 

２ 

）
し
か
し
何
か
と
事
に
ま
ぎ
れ
る
人
生
に
あ
っ
て
、
我
に
返
っ
た

心
地
も
す
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　

 

諸
行
無
常
の
鐘
の
声　

聞
い
て
驚
く
人
も
な
し

　

そ
ん
な
歌
謡
が
近
世
に
は
あ
っ
た
そ
う
だ
。
⑸

こ
れ
が
世
の
人
の
常
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ひ
と
つ
の
寺
の
鐘
を
、
そ
の
声
の
渡
る
範
囲
の
里
や
街
の
人
が
揃そ

ろ

っ
て
耳
に
す
る
。

聞
く
と
も
な
く
聞
く
。
そ
れ
だ
け
で
も
功
徳
で
は
な
か
っ
た
か
。
ほ
ん
の
つ
か
の
ま
の
、
意
識
に
も
な
ら
ぬ
、
悟
り
と
い
う
も
の
は
あ
る
。
悟
り
と
ま
で
は
行
か
な
く
て
も
、

し
ば
し
の
あ
ら
た
ま
り
は
あ
る
だ
ろ
う
。（ 

３ 

）
諸
行
無
常
の
声
は
、
哀
し
み
で
は
あ
る
が
、
人
生
に
行
き
詰
ま
っ
た
者
に
は
、
救
い
で
も
あ
る
は
ず
だ
。
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今
の
世
の
寺
院
は
朝
夕
に
鐘
を
撞
く
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
だ
ろ
う
。
山
寺
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
や
か
ま
し
い
と
の
苦
情
が
近
隣
か
ら
出
る
と
思
わ
れ
る
。（　

ニ　

）
夜
中

や
夜
明
け
に
鐘
を
鳴
ら
せ
ば
、
寝
覚
め
が
ち
の
高
年
者
か
ら
、
あ
の
音
を
聞
い
て
い
る
と
、
わ
び
し
く
て
し
か
た
が
な
い
、
と
泣
き
つ
か
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

西
洋
の
旅
の
宿
で
私
も
幾
度
と
な
く
、
街
の
教
会
の
鳴
ら
す
夜
の
時
鐘
に
眠
り
を
破
ら
れ
た
。
あ
れ
は
わ
び
し
い
も
の
だ
。
梵
鐘
の
よ
う
な
ｉ 

幽
玄
な
音
色
に
と
ぼ
し
い
の

で
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
だ
。
し
か
し
鐘
の
音
の
残
り
を
数
え
る
う
ち
に
、
ｊ 

柄
に
も
な
く
、
来
し
方
行
く
末
を
思
わ
せ
ら
れ
る
。（ 

４ 

）
自
身
の
過
去
よ
り
さ
か
の
ぼ
る
来
し

方
の
よ
う
に
、
そ
し
て
自
分
の
生
涯
を
も
超
え
る
行
く
末
の
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
感
ず
る
境
は
あ
る
。
い
ま
こ
の
鐘
の
声
を
、
何
人
も
の
、
見
知
ら
ぬ
人
た
ち
が
寝
覚
め
て
聞

い
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
え
ば
、
わ
び
し
さ
も
や
す
ら
ぐ
。

　
　
　

 

明あ
く

る
や
ら
西
も
東
も
鐘
の
声　
　

野
水

　

芭
蕉
七
部
集
の
、
連
句
の
内
に
見
え
る
。

　
「
明
る
や
ら
」
と
あ
る
の
は
、
未
明
に
寝
覚
め
し
て
物
を
思
う
う
ち
に
、
鐘
の
音
が
聞
こ
え
て
き
て
、
夜
の
白
々
と
明
け
染
め
た
の
を
知
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
鐘
の
音
へ

耳
を
や
る
人
物
は
、
そ
の
前
の
句
に
「
盗
人
の
妻
」
と
あ
る
か
ら
、
あ
わ
れ
で
あ
る
。「
明
る
や
ら
」
と
い
う
つ
ぶ
や
き
も
、
女
人
の
唇
を
思
わ
せ
る
。（ 

５ 

）
そ
し
て
「
西
も

東
も
鐘
の
声
」
と
は
、
昔
の
市
街
は
、
あ
る
い
は
里
も
、
そ
ん
な
暮
ら
し
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。

　

朝
夕
の
鐘
の
音
も
聞
か
ぬ
現
代
の
大
都
市
に
住
ま
う
者
と
し
て
、
う
ら
や
ま
し
い
気
が
す
る
。
今
で
も
鐘
の
音
を
聞
い
て
暮
ら
す
土
地
が
あ
る
な
ら
、
い
よ
い
よ
う
ら
や
ま

し
い
。

　

し
か
し
今
の
世
に
寺
院
と
い
う
も
の
が
あ
る
か
ら
に
は
、
音
に
な
ら
な
く
て
も
鐘
の
声
は
、
お
の
ず
と
あ
る
、
と
そ
う
思
い
た
い
。
寺
院
そ
の
も
の
が
、
鐘
の
声
で
は
な
い

か
。
⑹

（　
　
　

）
を
告
げ
る
ば
か
り
で
は
な
い
。
来
世
の
こ
と
は
さ
て
措お

き
、
過
去
の
衆し

ゅ

生じ
ょ
うの

存
在
を
、
今
の
衆
生
に
感
じ
さ
せ
る
。
過
去
の
衆
生
の
重
み
が
掛
か
っ
た
ほ
う

が
、
根
か
ら
浮
き
が
ち
の
今
の
人
間
は
、
生
き
や
す
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

（
古
井
由
吉
『
書
く
、
読
む
、
生
き
る
』
草
思
社
に
よ
る
）

　
（
注
）
入
相
＝
夕
暮
れ
。

問
㈠　

傍
線
部
ａ
～
ｊ
の
漢
字
の
読
み
が
間
違
っ
て
い
る
も
の
を
、
各
群
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。　

ⅰ
＝ 　

１　

 　
　

ⅱ
＝ 　

２　

　
　

ⅰ　
　

１　
ａ
「
境
内
」
＝
け
い
だ
い　
　
　

２　

ｂ
「
懐
」
＝
な
つ　
　
　
　

３　
ｃ
「
普
請
」
＝
ふ
せ
い　
　
　

　
　
　
　
　

４　

ｄ
「
転
」
＝
こ
ろ　
　
　
　
　
　

５　
ｅ
「
懲
」
＝
こ

　
　

ⅱ　
　

１　

ｆ
「
通
夜
」
＝
つ
や　
　
　
　
　

２　
ｇ ｢

滴
」
＝
こ
ぼ
れ　
　
　

 

３　

ｈ
「
柔
」
＝
や
わ
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４　

ｉ
「
幽
玄
」
＝
ゆ
う
げ
ん　
　
　

５　
ｊ
「
柄
」
＝
が
ら

問
㈡　

空
欄
（　

イ　

）
～
（　

ニ　

）
を
補
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。（
同
じ
番
号
を
二
度
以
上
選

ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。）　　

イ
＝ 　

３　

 　
　

ロ
＝ 　

４　

 　
　

ハ
＝ 　

５　

 　
　

ニ
＝ 　

６　
　
　
　
　

　
　
　

１　

あ
る
い
は　
　
　
　

２　

た
と
え
ば　
　
　
　

３　

し
か
し　
　
　
　

４　

ま
し
て　
　
　
　

５　

さ
ら
に

問
㈢　

傍
線
部
甲
「
巷
」、
乙
「
糠
雨
」
の
意
味
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
各
群
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

　
　

甲
＝ 　

７　

 　
　

乙
＝ 　

８　
　

　
　

甲
「
巷
」 

１　

畑
中

　
　

 

２　

街
中

　
　

 

３　

田
舎

　

 
 

４　

港
町

　
　

 

５　

郊
外

　
　

乙
「
糠
雨
」　 

１　

に
わ
か
雨

 
 

２　

激
し
い
雨

　

 
 

３　

通
り
雨

 
 

４　

冷
た
い
雨

 
 

５　

細
か
い
雨

問
㈣　

傍
線
部
⑴
「
陽
炎
」
の
読
み
は
二
字
で
「
か
げ
ろ
う
」
と
訓
読
み
す
る
熟
字
訓
で
す
。
こ
れ
と
同
じ
熟
字
訓
で
読
む
熟
語
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 　

９　

　
　

１　

為
替　
　
　
　
　

２　

仏
間　
　
　
　
　

３　

建
具　
　
　
　
　

４　

惑
溺　
　
　
　
　

５　

隙
間
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問
㈤　

傍
線
部
⑵
「
眉
を
ひ
そ
め
て
い
た
」
と
は
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
様
子
を
言
い
ま
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番

号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 　

10　

１　

高
熱
を
出
す
よ
う
な
大
怪
我
を
し
て
ま
で
遊
び
に
ふ
け
る
わ
が
子
を
持
て
あ
ま
す
様
子

２　

わ
が
子
の
疵
と
高
熱
が
心
配
で
な
ら
ず
、
か
い
が
い
し
く
看
病
に
つ
と
め
て
い
る
様
子

３　

転
ん
で
怪
我
を
す
る
ほ
ど
に
外
で
元
気
に
遊
び
回
る
わ
が
子
を
頼
も
し
く
眺
め
る
様
子

４　

わ
が
子
の
病
状
を
案
じ
な
が
ら
も
、
そ
の
腕
白
ぶ
り
に
手
を
焼
き
、
機
嫌
の
悪
い
様
子

５　

大
声
を
上
げ
て
走
り
回
る
こ
と
し
か
遊
び
が
な
い
わ
が
子
を
不
憫
に
思
う
様
子

問
㈥　

傍
線
部
⑶
「
つ
い
溜
め
息
も
も
れ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
理
由
の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ

い
。 　

11　

１　

先
人
た
ち
の
す
ぐ
れ
た
小
説
を
読
む
と
、
お
寺
の
あ
る
情
景
が
髣ほ

う

髴ふ
つ

と
し
て
く
る
か
ら
。

２　

今
の
世
で
は
お
寺
と
言
っ
て
も
、
通
夜
や
葬
式
の
こ
と
し
か
思
い
浮
か
ば
な
い
か
ら
。

３　

お
寺
の
あ
る
情
景
の
中
で
生
き
る
こ
と
が
な
く
な
り
、
寺
の
風
情
を
さ
り
げ
な
く
描
け
な
い
か
ら
。

４　

昭
和
初
期
ま
で
の
先
人
た
ち
の
小
説
に
比
べ
て
、
現
代
の
小
説
は
見
劣
り
が
す
る
か
ら
。

５　

住
ま
い
の
周
囲
に
は
三
箇
寺
も
あ
る
の
に
、
一
度
も
小
説
に
描
い
た
こ
と
が
な
い
か
ら
。

問
㈦　

傍
線
部
⑷
「
永
井
荷
風
」
と
同
じ
耽
美
派
に
分
類
さ
れ
る
小
説
家
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 　

12　

　
　

１　

谷
崎
潤
一
郎　
　
　

２　

志
賀
直
哉　
　
　

３　

夏
目
漱
石　
　
　

４　

太
宰
治　
　
　

５　

島
崎
藤
村

問
㈧　

傍
線
部
⑸
「
こ
れ
」
が
指
示
す
る
歌
謡
の
内
容
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 　

13　

１　

お
寺
の
鐘
の
音
な
ど
い
つ
も
聞
き
慣
れ
て
い
て
、
驚
く
者
は
誰
も
い
な
い
と
い
う
こ
と

２　

お
寺
の
鐘
の
音
を
聞
く
と
、
こ
の
世
の
無
常
を
思
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と

３　

お
寺
の
鐘
の
音
は
や
か
ま
し
い
の
で
、
で
き
る
な
ら
撞
か
な
い
で
ほ
し
い
と
い
う
こ
と
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（  ）（  ）
４　

お
寺
の
鐘
の
音
を
聞
い
て
も
こ
の
世
の
無
常
に
思
い
を
い
た
す
人
は
い
な
い
と
い
う
こ
と

５　

お
寺
の
鐘
の
音
に
無
常
を
悟
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
心
は
改
ま
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と

問
㈨　

傍
線
部
⑹
「（　
　
　

）
を
告
げ
る
ば
か
り
で
は
な
い
」
の
空
欄
（　
　
　

）
を
補
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し

な
さ
い
。 　

14　

　
　

１　

功
徳　
　
　
　

２　

諸
行
無
常　
　
　
　

３　

来
し
方
行
く
末　
　
　
　

４　

寝
覚
め　
　
　
　

５　

鐘
の
音

問
㈩　
　

本
文
か
ら
次
の
文
が
脱
落
し
て
い
ま
す
。
本
文
中
の（ 

１ 

）～（ 

５ 

）の
ど
こ
に
戻
す
の
が
ふ
さ
わ
し
い
で
す
か
。
後
群
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー

ク
し
な
さ
い
。 　

15　
　

　
　
　

わ
び
し
い
。

　
　

１　
（ 

１ 

） 　
　
　

２　
（ 

２ 

）　　
　

３　
（ 
３ 

）　　
　

４　
（ 

４ 

）　　
　

５　
（ 

５ 

）

問
十
一　

本
文
の
標
題
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 　

16　

　
　

１　

下
町
育
ち　
　
　
　

２　

東
西
の
鐘　
　
　
　

３　

お
寺
の
境
内　
　
　
　

４　

荷
風
の
感
慨　
　
　
　

５　

鐘
の
声

問
十
二　

筆
者
の
考
え
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。 　

17　

１　

お
寺
の
境
内
を
幼
い
こ
ろ
の
遊
び
場
と
し
て
い
た
者
に
と
っ
て
も
、
鐘
の
音
は
特
別
な
感
慨
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、
時
を
知
ら
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
。

２　

お
寺
の
鐘
の
音
は
諸
行
無
常
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
点
で
、
た
ん
に
時
を
知
ら
せ
る
に
す
ぎ
な
い
西
洋
の
教
会
の
鐘
の
音
よ
り
も
情
趣
が
あ
り
、
味
わ
い
深
い
。

３　

寝
覚
め
が
ち
の
高
齢
者
に
と
っ
て
は
夜
中
や
夜
明
け
の
鐘
の
音
を
聞
い
て
い
る
と
わ
び
し
く
て
な
ら
な
い
の
で
、
撞
か
な
い
で
も
ら
え
る
と
あ
り
が
た
い
。

４　

お
寺
が
出
て
く
る
情
景
を
描
い
た
先
人
た
ち
の
小
説
を
読
む
と
、
子
ど
も
の
こ
ろ
お
寺
の
境
内
で
遊
ん
だ
記
憶
が
鮮
明
に
蘇
っ
て
き
て
懐
か
し
い
か
ぎ
り
で
あ
る
。

５　

現
代
人
が
好
ま
し
く
感
じ
な
い
朝
夕
の
鐘
の
音
で
あ
る
が
、
過
去
に
生
き
た
人
び
と
に
思
い
を
い
た
し
生
の
安
ら
ぎ
を
実
感
す
る
契
機
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

設
問
は
以
上
で
す
。
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