
令和 5年度

入 学 試 験 問 題

（時間 45 分）

（注　意）

日 章 学 園

鹿児島育英館高等学校

国　　語

１　「始め」の合図があるまで、このページ以外のところを見てはいけません。

２　問題は、７ページあります。解答用紙は 1枚です。

３　「始め」の合図があったら、まず解答用紙に受験番号、中学校名、氏名を記

入しなさい。

４　答えは、必ず解答用紙に記入しなさい。

５　印刷がはっきりしなくて読めないときは、だまって手をあげなさい。問題内

容や答案作成上の質問は認めません。

６　「やめ」の合図があったら、すぐ筆記用具をおき、解答用紙だけを裏返しに

して、机の上におきなさい。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

お
よ
そ
人
と
し
て
社
会
で
生
き
て
い
く
と
き
、
常
識
は
ど
ん
な
地
位
に
い
て
も
必
要
で
あ
り
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
常
識

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
。
わ
た
し
は
、
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。

ま
ず
、
何
か
を
す
る
と
き
に
極
端
に
走
ら
ず
、
頑
固
で
も
な
く
、
善
悪
を
見
分
け
、
プ
ラ
ス
面
と
マ
イ
ナ
ス
面
に
敏

（
ａ
）

感
で
、
言
葉
や
行
動
が
す
べ

て
中
Ⅰ

庸
に
か
な
う
も
の
こ
そ
、
常
識
な
の
だ
。
こ
れ
は
学
術
的
に
解
釈
す
れ
ば
、

「
智
、
情
、
意
（
知
恵
、
情
愛
、
意
志
）」

の
三
つ
が
そ
れ
ぞ
れ
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
、
キ
ア

ン
ト
ウ
に
成
長
し
た
も
の
が
完
全
な
常
識
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
さ
ら
に
言
葉
を
換
え
る
な
ら
、

ご
く
一
般
的
な
人
情
に
通
じ
て
、
世
間
の
考
え
方
を
理
解
し
、
物
事
を
う
ま
く
処
理
で
き
る
能
力
が
、
常
識
に
外
な
ら
な
い
。

人
の
心
を
分
析
し
て
、「
智
、
情
、
意
」
の
三
つ
に
分
類
す
る
と
い
う
の
は
、
心
理
学
者
の
説
に
基
づ
く
も
の
だ
が
、
こ
の
三
つ
の
調
和
が
い
ら

な
い
と
い
う
者
な
ど
誰
も
い
な
い
だ
ろ
う
。
知
恵
と
情
愛
と
意
志
の
三
つ
が
あ
っ
て
こ
そ
、
人
間
社
会
で
活
動
が
で
き
、
現
実
に
成
果
を
あ
げ
て
い

け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
常
識
の
原
則
で
あ

（
ｂ
）

る
、「
智
、
情
、
意
」
の
三
つ
に
つ
い
て
、
す
こ
し
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。

　

１　
「
智
」
と
は
、
人
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
働
き
を
す
る
の
だ
ろ
う
。
人
と
し
て
知
恵
が
充
分
に
発
達
し
て
い
な
い
と
、
物
事
を
見
分
け
る

能
力
に
不
足
し
て
し
ま
う
。
た
と
え
ば
、
物
事
の
善
悪
や
、
プ
ラ
ス
面
と
マ
イ
ナ
ス
面
を
見
抜
け
な
い
よ
う
な
人
で
は
、
ど
れ
だ
け
学
識
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
よ
い
こ
と
を
よ
い
と
認
め
た
り
、
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
を
プ
ラ
ス
だ
と
見
抜
い
て
、
そ
れ
を
採
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
学
問
が
宝
Ⅱ

の
持

ち
腐
れ
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
の
点
を
思
え
ば
、
知
①

恵
が
い
か
に
人
生
に
大
切
で
あ
る
か
が
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

２　
「
智
」
ば
か
り
で
活
動
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
そ
こ
に
「
情
」
と
い
う
も
の
が
う
ま
く
入
っ
て
こ
な
い
と
、「
智
」

の
能
力
は
十
分
に
発
揮
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

３　
「
智
」
ば
か
り
が
膨
れ
上
が
っ
て
情
愛
の
薄
い
人
間
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
自
分
の
利
益
の
た
め
に
は
、
他
人
を
突
き
飛
ば
し
て
も
、
蹴

飛
ば
し
て
も
気
に
し
な
い
、
そ
ん
な
風
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　

４　

知
恵
が
人
並
み
以
上
に
働
く
人
は
、
何
事
に
対
し
て
も
、
そ
の
原
因
と
結
果
を
見
抜
き
、
今
後
ど
う
な
る
か
を
見
通
せ
る
も
の
だ
。
こ
の

よ
う
な
人
物
に
、
も
し
情
愛
が
な
け
れ
ば
た
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
見
通
し
た
結
果
ま
で
の
筋
道
を
悪
用
し
、
自
分
が
よ
け
れ
ば
そ
れ
で
よ

い
と
い
う
形
で
、
ど
こ
ま
で
も
や
り
通
し
て
し
ま
う
。
こ
の
場
合
、
他
人
に
降
り
か
か
っ
て
く
る
メ
イ

イ
ワ
ク
や
痛
み
な
ど
、
何
と
も
思
わ
な
い
ほ
ど

極
端
に
な
り
か
ね
な
い
。
そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
悪
さ
を
調
和
し
て
い
く
の
が
、「
情
」
な
の
だ
。

「
情
」
は
一
種
の
緩
ウ

和
剤
で
、
何
事
も
こ
の
「
情
」
が
加
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
バ
ラ
ン
ス
を
保
ち
、
人
生
の
出
来
事
に
円
満
な
解
決
を
与
え
て
く

一
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れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
人
間
の
世
界
か
ら
「
情
」
と
い
う
要
素
を
除
い
て
し
ま
っ
た
ら
、
ど
う
な
る
の
だ
ろ
う
。
何
事
も
極
端
か
ら
極
端
に
走
っ

て
、
つ
い
に
は
ど
う
し
よ
う
も
な

（
ｃ
）

い
結
果
を
招
い
て
し
ま
う
に
違
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
人
②

間
に
と
っ
て
「
情
」
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
機
能
な

の
だ
。

し
か
し
、「
情
」
に
も
欠
点
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
シ
エ

ュ
ン
カ
ン
的
に
わ
き
あ
が
り
や
す
い
た
め
、
悪
く
す
る
と
流
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
特
に
、

人
の
喜
び
、
怒
り
、
哀
し
み
、
楽
し
み
、
愛
し
さ
、
憎
し
み
、
欲
望
と
い
っ
た
七
つ
の
感
情
は
、
そ
の
引
き
お
こ
す
変
化
が
激
し
い
た
め
、
心
の
他

の
個
所
を
使
っ
て
こ
れ
ら
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
か
な
け
れ
ば
、
感
情
に
走
り
過
ぎ
る
と
い
う
弊
オ

害
を
招
い
て
し
ま
う
。
こ
の
時
点
で
、「
意
志
」

と
い
う
も
の
の
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。

動
き
や
す
い
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
も
の
は
、
強
い
意
志
よ
り
他
に
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
意
」
は
精
神
活
動
の
大
Ⅲ

本
と
も
い
え
る
も

の
だ
。
強
い
意
志
さ
え
あ
れ
ば
、
人
生
に
お
い
て
大

（
ｄ
）

き
な
強
み
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
意
志
ば
か
り
強
く
て
、
他
の
「
情
」
や
「
智
」
が
と

も
な
わ
な
い
と
、
単
な
る
頑
固
者
や
強
情
者
に
な
っ
て
し
ま
う
。
根
拠
な
く
自
信
ば
か
り
持
っ
て
、
自
分
の
主
張
が
間
違
っ
て
い
て
も
直
そ
う
と
せ

ず
、
ひ
た
す
ら
我が

を
通
そ
う
と
す
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
③

ん
な
タ
イ
プ
も
、
あ
る
意
味
か
ら
見
れ
ば
尊
重
す
べ
き
点
が
な
い
で
も
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
一
般
社
会
で
生
き
る
資
格
に

欠
け
、
精
神
的
に
問
題
が
あ
っ
て
完
全
な
人
と
は
い
え
な

（
ｅ
）

い
の
だ
。
強
い
意
志
の
う
え
に
、
聡
明
な
知
恵
を
持
ち
、
こ
れ
を
情
愛
で
調
節
す
る
。
さ

ら
に
三
つ
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
合
し
て
、
大
き
く
成
長
さ
せ
て
い
っ
て
こ
そ
、
初
め
て
完
全
な
常
識
と
な
る
の
で
あ
る
。

現
代
の
人
は
、
よ
く
口
癖
の
よ
う
に
「
意
志
を
強
く
持
て
」
と
い
う
。
し
か
し
意
志
ば
か
り
強
く
て
も
や
は
り
困
り
も
の
で
し
か
な
い
。
俗
に
い

う
「
猪

い
の
し
し
む
し
ゃ

武
者
（
突
き
進
む
こ
と
し
か
知
ら
な
い
武
者
）」
の
よ
う
な
人
間
に
な
っ
て
は
、
ど
ん
な
に
意
志
が
強
く
て
も
社
会
で
役
に
立
つ
人
物
と
は

い
え
な
い
の
で
あ
る
。

�

（
渋
沢
栄
一�

「
論
語
と
算
盤
」
よ
り
）

問
一　

傍
線
部
ア
～
オ
ま
で
の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
、
漢
字
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
に
直
し
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
部
Ⅰ
～
Ⅲ
の
語
句
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

Ⅰ　

中
庸　

ア　

当
た
り
障
り
の
な
い
こ
と

イ　

平
凡
で
あ
る
こ
と　
　

ウ　

か
た
よ
ら
な
い
こ
と

エ　

忠
実
で
あ
る
こ
と
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Ⅱ　

宝
の
持
ち
腐
れ　

ア　

役
に
立
つ
も
の
を
利
用
し
て
だ
め
に
す
る
こ
と　

イ　

役
に
立
つ
か
ど
う
か
を
判
断
し
な
い
こ
と

ウ　

役
に
立
つ
か
が
わ
か
ら
ず
に
利
用
し
な
い
こ
と

エ　

役
に
立
つ
も
の
を
持
ち
な
が
ら
利
用
し
な
い
こ
と

Ⅲ　

大
本

ア　

物
事
の
根
本
と
な
る
も
の　

イ　

は
じ
ま
り
と
し
て
役
立
つ
も
の

ウ　

実
際
に
役
立
つ
も
の

エ　

応
用
さ
れ
る
も
の

問
三　
　

１　

～　

４　

の
中
に
、
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

た
と
え
ば　
　
　
　

イ　

も
と
も
と　
　
　
　

ウ　

し
か
し　
　
　
　

エ　

ち
ょ
う
ど　
　
　
　

オ　

ま
ず

問
四　

こ
の
文
章
の
見
出
し
を
次
の
よ
う
に
付
け
る
と
き
、
空
欄
に
当
て
は
ま
る
適
当
な
語
句
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

［　
　
　
　
　

］
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か

問
五　

傍
線
部
①
「
知
恵
が
い
か
に
人
生
に
大
切
で
あ
る
か
」
に
つ
い
て
、
知
恵
が
大
切
な
理
由
を
本
文
の
語
句
を
用
い
て
、
四
十
字
以
内
で
答
え

な
さ
い
。

問
六　

傍
線
部
②
「
人
間
に
と
っ
て
『
情
』
は
な
く
て
は
な
ら
な
い
機
能
な
の
だ
」
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
を
「
情
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
三
十

字
程
度
で
答
え
な
さ
い
。

問
七　

傍
線
部
③
「
こ
ん
な
タ
イ
プ
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
人
の
こ
と
か
、
本
文
中
か
ら
二
つ
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
八　

本
文
は
「
論
語
と
算
盤
」
の
一
部
で
あ
る
。「
論
語
」
は
中
国
の
古
典
で
あ
り
、
あ
る
思
想
家
の
発
言
や
行
動
を
ま
と
め
た
書
物
で
あ
る
。

そ
の
思
想
家
の
名
前
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

問
九　

二
重
傍
線
部
（
ａ
）
～
（
ｅ
）
の
品
詞
名
を
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。
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次
の
〔
文
章
Ⅰ
〕、〔
文
章
Ⅱ
〕
を
読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

〔
文
章
Ⅰ
〕

芭ば
し
ょ
う蕉
は
さ
っ
き
、
痰た
ん
せ
き喘
に
か
す
れ
た
声こ
え

で
、
お
ぼ
つ
か
な
い
遺
言
を
し
た
あ
と
は
、
半
ば
眼
を
見
開
い
た
ま
ま
、
昏
睡
の
状
態
に
は
い
っ
た
ら
し

い
。
う
す
痘い

も痕
の
あ
る
顔
は
、
顴か
ん
こ
つ骨
ば
か
り
あ
ら
わ
に
や
せ
細
っ
て
、
皺し
わ

に
囲
ま
れ
た
脣
く
ち
び
るに
も
、
と
う
に
血
の
気
は
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
と

に
い
た
ま
し
い
の
は
そ
の
眼
の
色
で
、
こ
れ
は
ぼ
ん
や
り
し
た
光
を
浮
べ
な
が
ら
、
ま
る
で
屋
根
の
向
う
に
あ
る
、
際
①

限
な
い
寒
空
で
も
望
む
よ
う

に
、
い
②

た
ず
ら
に
遠
い
所
を
見
や
っ
て
い
る
。「
旅
Ａ

に
病
ん
で
夢ゆ

め

は
枯か

れ
の野

を
か
け
め
ぐ
る
」
―
―
こ
と
に
よ
る
と
こ
の
時
、
こ
の
と
り
と
め
の
な
い

視
線
の
中
に
は
、
三
、
四
日
前
に
彼
自
身
が
、
そ
の
辞
世
の
句
に
詠え

い

じ
た
通
り
、
茫ば
う
ば
う々

と
し
た
枯
野
の
暮ぼ
し
ょ
く色
が
、
一い
つ
こ
ん痕
の
月
の
光
も
な
く
、
夢
の
よ

う
に
漂

た
だ
よ

っ
て
で
も
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

「
水
を
。」

木＊
も
く
せ
つ
節
は
や
が
て
こ
う
言
っ
て
、
静
か
に
後
ろ
に
い
る
治じ

ろ

べ

え

郎
兵
衛
を
顧
か
え
り
み
た
。
一い
ち
わ
ん椀
の
水
と
一
本
の
羽は
ね
よ
う
じ

根
楊
子
と
は
、
す
で
に
こ
の
老ろ
う
ぼ
く僕
が
、
用
意

し
て
お
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
二ふ

た
し
な品
を　
　
　

主
人
の
ま
く
ら
も
と
へ
押
し
並
べ
る
と
、
思
い
出
し
た
よ
う
に
ま
た
、
口
を
早
め
て
、
専

念
に
称

し
ょ
う
み
ょ
う
名
を
唱
え
は
じ
め
た
。
治
郎
兵
衛
の
素そ
ぼ
く朴
な
、
山や
ま
が家
育そ
だ

ち
の
心
に
は
、
芭
蕉
に
せ
よ
、
誰
に
も
せ
よ
、
ひ
と
し
く
彼ひ
が
ん岸
に
往
生
す
る
の
な
ら
、

ひ
と
し
く
ま
た
、
弥み

だ陀
の
慈じ

ひ悲
に
す
が
る
べ
き
は
ず
だ
と
い
う
、
堅か
た

い
信
念
が
根
を
張
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

（
中
略
）

其＊
き

角か
く

に
次
い
で
羽は

ね根
楊よ
う
じ子
を
と
り
上
げ
た
の
は
、
さ
っ
き
木
節
が
相あ
い
ず図
を
し
た
時
か
ら
、
す
で
に
心
の
落
ち
着
き
を
失
っ
て
い
た
ら
し
い
去き
ょ
ら
い来
で

あ
る
。
日
ご
ろ
か
ら
恭

き
ょ
う
け
ん謙
の
名
を
得
て
い
た
彼
は
、
一
同
に
軽
く
会え
し
ゃ
く釈
を
し
て
、
芭
蕉
の
ま
く
ら
も
と
へ
す
り
よ
っ
た
が
、
そ
こ
に
横
た
わ
っ
て
い

る
老
俳は

い
か
い
し

諧
師
の
病
み
ほ
う
け
た
顔
を
な
が
め
る
と
、
あ
る
満
足
と
悔か
い
こ
ん恨
と
の
不
思
議
に
錯さ
く
ざ
つ雑
し
た
心
も
ち
を
、
嫌
で
も
味
あ
じ
わ
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
し
か
も
そ
の
満
足
と
悔
恨
と
は
、
ま
る
で
陰
と
ひ
な
た
の
よ
う
に
、
離
れ
ら
れ
な
い
因い

ん
ね
ん縁
を
背
負
っ
て
、
実
は
こ
の
四
、
五
日
以
前
か
ら
、
絶

え
ず
小
心
な
彼
の
気
分
を
搔そ

う
ら
ん乱
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
言
う
の
は
、
師し
し
ょ
う匠
の
重
病
だ
と
い
う
知
ら
せ
を
聞
く
や
否
や
、
す
ぐ
に
伏
見
か
ら
船
に

乗
っ
て
、
深
夜
に
も
か
ま
わ
ず
、
こ
の
花
屋
の
門
を
叩
い
て
以
来
、
彼
は
師
匠
の
看
病
を
一
日
も
怠
っ
た
と
い
う
事
は
な
い
。
そ
の
上
之＊

し
ど
う道
に
頼た
の

み

こ
ん
で
手
伝
い
の
周

し
ゅ
う
せ
ん旋
を
引
き
受
け
さ
せ
る
や
ら
、
住
＊
す
み
よ
し吉
大だ
い
み
ょ
う
じ
ん

明
神
へ
人
を
立
て
て
病
気
本
復
を
祈い
の

ら
せ
る
や
ら
、
あ
る
い
は
ま
た
花
屋
仁に
ざ
え
も
ん

左
衛
門
に

相
談
し
て
調
度
類
の
買
入
れ
を
し
て
も
ら
う
や
ら
、
ほ
と
ん
ど
彼
一
人
が
車
輪
に
な
っ
て
、
万
事
万
端
の
世
話
を
焼
い
た
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
去
来

自
身
進
ん
で
事
に
当
っ
た
の
で
、
誰
に
恩
③

を
着
せ
よ
う
と
い
う
気
も
、
皆か
い
む無
だ
っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
が
、
一
身
を
あ
げ
て
師
匠
の
介か
い
ほ
う抱
に
没

頭
し
た
と
い
う
自
覚
は
、
い
き
お
い
、
彼
の
心
の
底
に
大
き
な
満
足
の
種
を
ま
い
た
。
そ
れ
が
た
だ
、
意
識
せ
ら
れ
ざ
る
満
足
と
し
て
、
彼
の
活
動

二
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の
背
景
に
暖
い
心
も
ち
を
ひ
ろ
げ
て
い
た
う
ち
は
、
も
と
よ
り
彼
も
行ぎ
ょ
う
じ
ゅ
う
ざ
が

住
坐
臥
に
、
な
ん
ら
の
こ
だ
わ
り
を
感
じ
な
か
っ
た
ら
し
い
。
さ
も
な
け
れ

ば
夜よ

と
ぎ伽
の
行あ
ん
ど
う灯
の
光
の
下
で
、
支＊
し
こ
う考
と
浮
世
話
に
ふ
け
っ
て
い
る
際
に
も
、
こ
と
さ
ら
に
孝
道
の
義
を
釈と

い
て
、
自
分
が
師し
し
ょ
う匠
に
仕
へ
る
の
は
親
に

仕
へ
る
つ
も
り
だ
な
ど
と
、
長
々
し
い
述

じ
ゅ
っ
か
い懐
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
時
、
得
意
な
彼
は
、
人
の
悪
い
支
考
の
顔
に
、
ち
ら
り
と
ひ

ら
め
い
た
苦
笑
を
見
る
と
、
急
に
今
ま
で
の
心
の
調
和
に
狂く

る

い
の
で
き
た
事
を
意
識
し
た
。
そ
う
し
て
そ
の
狂
い
の
原
因
は
、
は
じ
め
て
気
の
つ
い

た
自
分
の
満
足
と
、
そ
の
満
足
に
対
す
る
自
己
批
評
と
に
存
し
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
明
日
に
も
わ
か
ら
な
い
大
病
の
師
匠
を
看
護
し
な
が
ら
、

そ
の
容
態
を
で
も
心
配
す
る
こ
と
か
、
い
た
ず
ら
に
自
分
の
ほ
ね
お
り
ぶ
り
を
満
足
の
眼
で
眺
め
て
い
る
。
―
―
こ
れ
は
確

た
し
か
に
、
彼
の
ご
と
き
正
直

者
の
身
に
と
っ
て
、
自
ら
や
ま
し
い
心
も
ち
だ
っ
た
の
に
違
い
な
い
。
そ
れ
以
来
去き

ょ
ら
い来
は
何
を
す
る
の
に
も
、
こ
の
満
足
と
悔か
い
こ
ん恨
と
の
扞か
ん
か
く挌
か
ら
、

自
然
と
あ
る
程
度
の
掣

せ
い
ち
ゅ
う肘
を
感
じ
出
し
た
。
ま
さ
に
支
考
の
眼
の
う
ち
に
、
偶ぐ
う
ぜ
ん然
で
も
微び
し
ょ
う笑
の
顔
が
見
え
る
時
は
、
か
え
っ
て
そ
の
満
足
の
自
覚
な

る
も
の
が
、
い
っ
そ
う
明
白
に
意
識
さ
れ
て
、
そ
の
結
果
い
よ
い
よ
自
分
の
卑い

や

し
さ
を
情
な
く
思
っ
た
こ
と
も
た
び
た
び
あ
る
。
そ
れ
が
何
日
か
続

い
た
今き

ょ
う日
、
こ
う
し
て
師
匠
の
ま
く
ら
も
と
で
、
末ま
つ
ご期
の
水
を
供
す
る
段
に
な
る
と
、
道
徳
的
に
潔け
っ
ぺ
き癖
な
、
し
か
も
存
外
神
経
の
繊
せ
ん
じ
ゃ
く弱
な
彼
が
、
こ
④

う
い
う
内
心
の
矛む
じ
ゅ
ん盾
の
前
に
、
全
然
落
着
き
を
失
っ
た
の
は
、
き
の
ど
く
で
は
あ
る
が
無
理
も
な
い
。
だ
か
ら
去
来
は
羽は

ね根
楊よ
う
じ子
を
と
り
上
げ
る
と
、

妙み
ょ
うに
体
中
が
固
く
な
っ
て
、
そ
の
水
を
含ふ
く

ん
だ
白
い
先
も
、
芭ば
し
ょ
う蕉
の
脣
く
ち
び
るを
な
で
な
が
ら
、
し
き
り
に
ふ
る
え
て
い
た
く
ら
い
、
異
常
な
興
奮
に
襲お
そ

わ

れ
た
。
が
、
幸

さ
い
は
い、
そ
れ
と
共
に
、
彼
の
睫ま
つ
げ毛
に
あ
ふ
れ
よ
う
と
し
て
い
た
、
涙
の
た
ま
も
あ
っ
た
の
で
、
彼
を
見
て
い
た
門
弟
た
ち
は
、
お
そ
ら
く

あ
の
辛し

ん
ら
つ辣
な
支
考
ま
で
、
全
く
こ
の
興
奮
も
彼
の
悲
し
み
の
結
果
だ
と
解
釈
し
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

や
が
て
去
来
が
ま
た
憲け

ん
ぽ
う法
小こ
も
ん紋
の
肩か
た

を
そ
ば
立
て
て
、　　
　

席
に
復
す
る
と
、
羽は

ね根
楊よ
う
じ子
は
そ
の
後
ろ
に
い
た
丈
じ
ょ
う
そ
う艸
の
手
へ
わ
た
さ
れ
た
。
日

ご
ろ
か
ら
老
実
な
彼
が
、
つ
つ
ま
し
く
伏
眼
に
な
っ
て
、
何
や
ら
か
す
か
に
口
の
中
で
誦ず

し
な
が
ら
、
静
か
に
師し
し
ょ
う匠
の
脣
く
ち
び
るを
う
る
お
し
て
い
る
姿
は
、

お
そ
ら
く
誰だ

れ

の
見
た
眼
に
も
お
ご
そ
か
だ
っ
た
の
に
相そ
う
い違
な
い
。
が
、
こ
の
お
ご
そ
か
な
瞬
間
に
突
然
座
敷
の
片
す
み
か
ら
は
、
不
⑤

気
味
な
笑
い
声

が
聞
え
出
し
た
。
い
や
、
少
く
と
も
そ
の
時
は
、
聞
え
出
し
た
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
る
で
腹
の
底
か
ら
こ
み
上
げ
て
く
る
哄

こ
う
し
ょ
う笑
が
、

喉の
ど

と
唇
と
に
堰せ

か
れ
な
が
ら
、
し
か
も
な
お
お
か
し
さ
に
堪た

え
か
ね
て
、
ち
ぎ
れ
ち
ぎ
れ
に
鼻
の
あ
な
か
ら
、
ほ
と
ば
し
っ
て
く
る
よ
う
な
声
で

あ
っ
た
。
が
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
誰
も
こ
の
場
合
、
笑
を
失
し
た
も
の
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
声
は
実
に
さ
っ
き
か
ら
、
涙
に
く
れ
て
い
た

正＊
せ
い
し
ゅ
う

秀
の
抑
え
に
抑お
さ

え
て
い
た
慟ど
う
こ
く哭
が
、
こ
の
時
胸
を
裂さ

い
て
あ
ふ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
慟
哭
は
も
ち
ろ
ん
、
悲ひ
そ
う愴
を
き
わ
め
て
い
た
の
に
相
違
な

か
っ
た
。
あ
る
い
は
そ
こ
に
い
た
門
弟
の
中
に
は
、「Ｂ

塚つ
か

も
動
け
わ
が
泣
く
声
は
秋
の
風
」
と
い
う
、
師
匠
の
名
句
を
思
ひ
出
し
た
も
の
も
、
少
く

は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
が
、
そ
の
凄せ

い
ぜ
つ絶
な
る
べ
き
慟
哭
に
も
、
同
じ
く
涙
に
む
せ
ぼ
う
と
し
て
い
た
乙
＊
お
つ
し
ゅ
う
州
は
、
そ
の
中
に
あ
る
一
種
の
誇こ
ち
ょ
う張

に
対
し
て
、
―
―
と
い
う
の
が
穏

お
だ
や
かで
な
い
な
ら
ば
、
慟
哭
を
抑よ
く
せ
い制
す
べ
き
意
志
力
の
欠
乏
に
対
し
て
、
多
少
不
快
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

た
だ
、
そ
う
い
う
不
快
の
性
質
は
、
ど
こ
ま
で
も
智ち

て
き的
な
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
の
頭
が
否
と
言
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
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彼
の
心し
ん
ぞ
う臓
は
た
ち
ま
ち
正
秀
の
哀あ
い
ど
う慟
の
声
に
動
か
さ
れ
て
、
い
つ
か
眼
の
中
は
涙
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
た
。
が
、
彼
が
正
秀
の
慟
哭
を
不
快
に
思
い
、

ひ
い
て
は
彼
自
身
の
涙
を
も
潔

い
さ
ぎ
よし

と
し
な
い
事
は
、
さ
っ
き
と
少
し
も
変
り
は
な
い
。
し
か
も
涙
は
ま
す
ま
す
眼
に
あ
ふ
れ
て
く
る
―
―
乙
州
は
つ

い
に
両
手
を
膝
の
上
に
つ
い
た
ま
ま
、
思
わ
ず
嗚お

え
つ咽
の
声
を
発
し
て
し
ま
っ
た
。
が
、
こ
の
時
歔き
ょ

欷き

す
る
ら
し
い
け
は
い
を
洩
ら
し
た
の
は
、
ひ
と

り
乙
州
ば
か
り
で
は
な
い
。
芭ば

し
ょ
う蕉
の
床と
こ

の
裾す
そ

の
方
に
控
え
て
い
た
、
何
人
か
の
弟
子
の
中
か
ら
は
、
そ
れ
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
洟は
な

を
す
す
る
声
が
、

し
め
や
か
に
さ
え
た
座
敷
の
空
気
を
ふ
る
わ
せ
て
、
断
続
し
な
が
ら
聞
え
始
め
た
。

�

※
問
題
作
成
の
都
合
上
、
文
章
の
一
部
を
省
略
し
て
い
ま
す
。

�

（
芥
川
龍
之
介
「
枯
野
抄
」
よ
り
）

＊
木
節　

望
月
木
節
。
大
津
の
医
者
。
芭
蕉
の
門
人
。

＊
其
角　

榎え
の
も
と本
其
角
。
寛
文
元
年
―
宝
永
四
年
（
一
六
六
一
―
一
七
〇
七
）。
蕉
門
十
哲
の
一
人
。

宝
井
氏
。
近お

う
み江
の
人
。
江
戸
に
出
て
蕉
門
に
入
っ
た
が
師
没
後
は
、
知
的
技
巧
に
富
み
都
会
的
で

軽
妙
洒し

ゃ
だ
つ脱
な
俳
風
を
確
立
、
江
戸
座
を
起
こ
し
た
。
そ
の
選
に
「
虚
栗
（
み
な
し
ぐ
り
）」
が
あ
る
。

＊
之
道　

槐え
の
も
と本
之
道
。
大
坂
蕉
門
の
第
一
人
者
。

＊
住
吉
大
明
神　

大
阪
市
住
吉
区
に
あ
る
住
吉
神
社
。

＊
支
考　

各か
が
み務
支
考
。
寛
文
五
年
―
享
保
十
六
年
（
一
六
六
五
―
一
七
三
一
）。
美み

の濃
の
人
。
蕉
門

十
哲
の
一
人
。
芭
蕉
没
後
平
俗
な
美
濃
風
を
開
く
。

＊
正
秀　

水み
ず
た田
正
秀
。
近
江
の
人
。
元
禄
初
年
に
蕉
門
に
入
っ
た
ら
し
い
。
句
風
は
平
明
温
雅
。

＊
乙
州　

川か
わ
い井
乙お
と
く
に州
。
近
江
の
人
。
蕉
門
女
流
俳
人
と
し
て
名
高
い
智ち
げ
つ月
の
子
。

〔
文
章
Ⅱ
〕

福
井
は
三
里
ば
か
り
な
れ
ば
、
夕
飯
し
た
た
め
て
出
づ
る
に
、
た
そ
か
れ
の
路
た
ど
た
ど
し
。
こ
こ
に
等＊

栽
と
い
ふ
古
き
隠＊
い
ん
じ士
あ
り
。
い
づ
れ
の

年
に
か
、
江
戸
に
来
た
り
て
予
を
尋
ぬ
。
遙
か
十
年
余
り
な
り
。
い
か
に
老
い
さ
ぼ
ら
ひ
て
あ
る
に
や
、
は
た
市
に
蹴
る
に
や
と
人
に
尋
ね
侍
れ
ば
、

「
い
ま
だ
存
命
し
て
、
そ
こ
そ
こ
」
と
教
ａ

ふ
。
市
中
ひ
そ
か
に
引
き
入
り
て
、
あ
や
し
の
小
家
に
夕
顔
・
へ
ち
ま
の
延は

え
か
か
り
て
、
鶏け
い
と
う頭
・
箒は
は
き
ぎ木

に
戸
ぼ
そ
を
か
く
す
。「
さ
⑥

て
は
こ
の
う
ち
に
こ
そ
」
と
門
ｂ

を
た
た
け
ば
、
わ
び
し
げ
な
る
女
の
出
で
て
、「
い
づ
く
よ
り
わ
た
り
給
ふ
道
心
の
御＊
ご
ぼ
う坊

に
や
。
あ
る
じ
は
、
こ
の
あ
た
り
何な

に
が
し某
と
い
ふ
者
の
方
に
行
ｃ

き
ぬ
。
も
し
用
あ
ら
ば
尋
ね
給
へ
」
と
言
ｄ

ふ
。
か
⑦

れ
が
妻
な
る
べ
し
と
知
ら
る
。
昔
⑧

物

語
に
こ
そ
か
か
る
風
情
は
侍
れ
と
、
や
が
て
尋
ね
あ
ひ
て
、
そ
の
家
に
二
夜
泊
ま
り
て
、
名
月
は
敦
賀
の
湊

み
な
と
に
と
旅
立
つ
。

＊
等
栽
…
俳
人
の
名
前
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＊
隠
士
…
俗
世
間
と
交
わ
り
を
絶
っ
た
生
活
を
し
て
い
る
人

＊
御
坊
…
僧
侶

問
一　

本
文
中
の
空
欄　
　
　

に
は
同
じ
言
葉
が
入
り
ま
す
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

ま
じ
ま
じ　
　
　

イ　

お
ず
お
ず　
　

ウ　

じ
わ
じ
わ　
　

エ　

ざ
わ
ざ
わ

問
二　

傍
線
部
①
～
③
の
言
葉
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

①
際
限
な
い　
　
　
〔
ア　

し
か
た
が
な
い　
　
　

イ　

無
理
が
な
い　
　
　

ウ　

終
わ
り
が
な
い　
　
　

エ　

決
ま
り
が
な
い
〕

②
い
た
ず
ら
に　
　
〔
ア　

わ
ざ
と　
　
　

イ　

む
だ
に　
　
　

ウ　

無
理
に　
　
　

エ　

そ
っ
と
〕

③
恩
を
着
せ　
　
　
〔
ア　

感
謝
さ
せ
る　
　
　

イ　

い
つ
く
し
む　
　
　

ウ　

気
づ
か
せ
る　
　
　

エ　

ほ
う
び
を
与
え
る
〕

問
三　

傍
線
部
④
「
こ
う
い
う
内
心
の
矛
盾
」
が
指
し
て
い
る
内
容
を
、
本
文
の
語
句
を
用
い
て
答
え
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
部
⑤
「
不
気
味
な
笑
い
声
」
は
、
実
際
は
何
で
し
た
か
。
本
文
中
か
ら
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
五　

二
重
傍
線
部
Ａ
、
Ｂ
は
そ
れ
ぞ
れ
、〔
文
章
Ⅰ
〕
の
波
線
部
「
芭
蕉
」
の
作
品
で
す
。
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

Ⅰ　

二
重
傍
線
部
Ａ
の
俳
句
の
季
語
を
抜
き
出
し
、
そ
の
季
節
も
答
え
な
さ
い
。

Ⅱ　

二
重
傍
線
部
Ｂ
の
俳
句
と
同
じ
季
節
の
俳
句
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

五
月
雨
の
踏
み
の
こ
し
て
や
光
堂

イ　

初
し
ぐ
れ
猿
も
小こ

み
の蓑
を
ほ
し
げ
な
り

ウ　

古
池
や
蛙

か
わ
ず

飛
び
込
む
水
の
音

エ　

菊
の
香
や
奈
良
に
は
古
き
仏
た
ち

問
六　

文
章
Ⅱ
は
松
尾
芭
蕉
の
文
章
で
す
。
こ
の
文
章
の
作
品
名
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

土
佐
日
記　
　
　

イ　

お
ら
が
春　
　
　

ウ　

奥
の
細
道　
　
　

エ　

東
海
道
中
膝
栗
毛　
　
　

オ　

去
来
抄

問
七　

破
線
部
ａ
～
ｄ
の
主
語
は
何
で
す
か
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

等
栽　
　
　

イ　

女　
　
　

ウ　

人　
　
　

エ　

何
某　
　
　

オ　

作
者
（
私
）

問
八　

傍
線
部
⑥
「
さ
て
は
こ
の
う
ち
に
こ
そ
」
を
、
言
葉
を
補
っ
て
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
九　

傍
線
部
⑦
「
か
れ
」
が
指
す
も
の
は
何
で
す
か
。
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
十　

傍
線
部
⑧
「
昔
物
語
に
こ
そ
か
か
る
風
情
は
侍
れ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
修
辞
法
を
答
え
な
さ
い
。


