
令和３年度 入学試験問題

※試験開始のチャイムや合図があるまで開かないこと

〔注意事項〕
１．問題用紙は、１０ページまである。
２．解答は、すべて別紙の解答用紙の所定欄に記入すること。
３．解答用紙への記入は、試験開始後に記入すること。
４．解答用紙には出身中学校・受験番号・氏名を必ず記入すること。
５．試験開始の３０分後から退場はできるが、解答用紙は必ず裏返
して退場すること。

６．問題用紙は、各自で持ち帰ること。

国 語

常 磐 高 等 学 校



一

強
毒
を
持
つ
南
米
原
産
の
ヒ
ア
リ
が

国
内
各
地
の
港
で
相
次
い
で
見
つ
か
っ

て
い
る
。
ヒ
ア
リ
は
外
来
種
の
中
で
も

特
に
注
意
が
必
要
な
特
定
外
来
生
物
に

指
定
さ
れ
、駆
除
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

外
来
生
物
に
よ
る
被
害
を
防
ぐ
特
定

外
来
生
物
被
害
防
止
法
は
二
〇
〇
五
年

六
月
に
施
行
さ
れ
た
。
日
本
に
も
と
も

と
生
息
す
る
【

Ａ

】
の
動
植
物
に

悪
影
響
を
も
た
ら
す
外
来
種
を
指
定
し

て
、
輸
入
や
う
ん
ぱ
ん
、
飼
育
な
ど
を

原
則
禁
止
と
す
る
。
国
や
地
方
自
治
体

は
野
外
で
繁
殖
す
る
指
定
種
を
駆
除
で

き
る
内
容
を
盛
り
込
ん
だ
。

（

省
略

）

特
定
外
来
生
物
の
指
定
は
一
四
八
種

類
に
ま
で
増
え
た
。
国
際
貿
易
は
年
々

活
発
に
な
っ
て
お
り
、
水
際
対
策
の
重

要
性
は
、
一
層
高
ま
っ
て
い
る
。「
入

れ
な
い
」「
捨
て
な
い
」「
広
げ
な
い
」
の

三
原
則
の
徹
底
が
大
切
だ
。

ヒアリ以外の特定外来生物には他にどのようなものがいるのかな。

花子

今後珍しいペットを飼う際には、特定外来生物に指定されていないか、
きちんと育てられるかにますます注意が必要だね。

カミツキガメも特定外来生物に指定されているよ。特定外来生物に指
定されていなくても、外来生物の中にはペットとして輸入されたもの
を飼い主が放棄して自然の中で個体数が増え、日本の生態系に影響を
与えている例もあるみたいだね。

太郎

太郎

（日本経済新聞による。一部改変）

【 Ａ 】動植物の被害を防ぐ
【新聞記事の一部】

次
は
太
郎
さ
ん
が
【
新
聞
記
事
の
一
部
】
を
見
て
、
花
子
さ
ん
と
話
を
し
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
後
の
各
問
に
答
え
よ
。

問
一

う
ん
ぱ
ん

に
適
切
な
漢
字
を
あ
て
、
楷
書
で
書
け
。

問
二

水
際

の
漢
字
の
読
み
を
、
平
仮
名
で
書
け
。

問
三

会
話
文
中
の

ま
す
ま
す

の
類
義
語
を
、【
新
聞
記
事
の
一
部
】

か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

問
四
【

Ａ

】に
あ
て
は
ま
る
よ
う
に

外
来

の
対
義
語
を
書
け
。

問
五

徹
底

の
「
徹
」
を
楷
書
で
書
い
た
場
合
の
総
画
数
と
、
次
の

１
〜
４
の
行
書
の
漢
字
を
楷
書
で
書
い
た
場
合
の
総
画
数
が
同
じ

も
の
を
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
書
け
。

１
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２

龍

３

踊

４
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
各
問
に
答
え
よ
。
句
読
点
等
は
字
数
と
し
て
数
え
る
こ
と
。

読
書
を
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
学
問
を
す
る
こ
と
の
意
味
と
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
般
に
は
、
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
知
識
を
得
る
こ
と
と
い
う
答
え
が
返
っ

て
き
そ
う
だ
が
、
読
書
の
〈
意
味
〉、
学
問
の
〈
意
味
〉
と
い
う
も
の
を
考
え
た
と
き
、
そ
の
答
え
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
る
。

読
書
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
学
ぶ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
か
に
新
し
い
知
識
が
自
分
の
も
の
と
な
る
。
し
か
し
読
書
や
学
問
を
す
る
こ
と
の
〈
意
味
〉
は
、
端

的
に
言
っ
て
、
自
分
が
そ
れ
ま
で
何
も
知
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
を
初
め
て
知
る
、
そ
こ
に
〈
意
味
〉
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。
あ
る
知
識
を
得
る
こ
と
は
、
そ
ん

な
知
識
も
持
っ
て
い
な
か
っ
た
〈
私
〉
を
新
た
に
発
見
す
る
こ
と
な
の
だ
。

私
一
人
の
身
体
の
な
か
に
地
球
１５
周
分
も
の
細
胞
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
知
る
こ
と
は
、
そ
ん
な
に
す
ご
い
存
在
だ
っ
た
の
か
と
感
動
す
る
こ
と
は
、
そ
ん
な
こ
と
も

知
ら
な
い
自
分
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
、
改
め
て
知
る
こ
と
か
ら
く
る
感
動
な
の
だ
。
初
め
か
ら
何
で
も
知
っ
て
い
た
ら
、
感
動
な
ど
は
生
ま
れ
な
い
。「
知
ら
な

い
存
在
と
し
て
の
自
分
を
知
る
」
こ
と
、
学
問
は
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
。

自
分
の
知
っ
て
い
る
こ
と
は
世
界
の
ほ
ん
の
一
部
に
し
か
過
ぎ
な
い
の
だ
と
自
覚
す
る
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
自
分
と
い
う
存
在
の
相
対
化
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
を
自
覚
し
な
い
あ
い
だ
は
、
自
分
が
絶
対
だ
と
思
い
が
ち
で
あ
る
。
自
分
だ
け
し
か
見
え
て
い
な
い
。
世
界
は
自
分
の
た
め
に
回
っ
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
持
つ
。

自
分
は
〈
ま
だ
〉
何
も
知
ら
な
い
存
在
な
の
だ
と
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
と
自
分
と
の
関
係
も
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
し
、
世
界
の
な
か
で
の
自
分
が
存
在
す
る

こ
と
の
意
味
も
考
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
は〈
ま
だ
〉何
も
知
ら
な
い
と
自
覚
す
る
こ
と
は
、
い
ま
か
ら
世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。

そ
れ
が
学
問
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
な
り
、
駆
動
力
に
な
る
。

（
Ａ
）

あ

「
何
も
知
ら
な
い
自
分
」
を
知
ら
な
い
で
、
た
だ
日
常
を
普
通
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
満
足
、
充
足
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
は
、
敢
え
て
し
ん
ど
い
作
業
を
伴
う
学

問
、
研
究
な
ど
へ
の
興
味
も
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
生
ま
れ
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
あ
、
自
分
は
実
は
世
界
の
ほ
ん
の
ち
っ
ぽ
け
な
一
部
し
か
こ
れ
ま
で

見
て
こ
な
か
っ
た
、
知
っ
て
い
な
か
っ
た
と
実
感
で
き
れ
ば
、
そ
し
て
自
分
が
こ
れ
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
世
界
が
い
か
に
驚
異
に
満
ち
、
知
る
喜
び
に
あ
ふ
れ
て
い
る

こ
と
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
お
の
ず
か
ら
知
る
こ
と
に
対
す
る
敬
意
、
リ
ス
ペ
ク
ト
の
思
い
に
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
ん
な
ち
っ
ぽ
け
な
私
の
身
体
の
な
か
に
は
、
地
球
１５
周
分
も
の
細
胞
が
詰
ま
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
驚
き
と
感
動
、
そ
の
驚
き
は
必
ず
自
分
と
い
う
存
在
を
見
る

目
に
変
更
を
迫
る
は
ず
で
あ
る
。
自
分
と
い
う
存
在
を
尊
厳
の
思
い
と
と
も
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
基
盤
が
で
き
る
こ
と
で
も
あ
る
が
、
い
っ
ぽ
う
で
、
こ
の
ま
ま
何

も
知
ら
ず
に
人
生
を
漫
然
と
送
っ
て
い
て
は
、
こ
ん
な
喜
び
に
出
会
え
な
い
だ
け
で
も
大
き
な
損
だ
ろ
う
と
思
え
れ
ば
、
シ
メ
タ
も
の
で
あ
る
。

（
Ｂ
）

わ
が
家
に
小
さ
な
子
ど
も
が
や
っ
て
き
た
。
ま
だ
一
歳
に
も
な
ら
な
い
女
の
子
で
あ
る
。
世
の
中
で
は
孫
と
呼
ぶ
ら
し
い
が
、
そ
れ
が
可
愛
い
の
で
あ
る
。

見
て
い
る
と
い
く
つ
も
発
見
が
あ
る
。
自
分
の
子
の
と
き
に
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
ば
か
り
で
あ
る
。
彼
女
は
世
界
の
中
心
に
い
る
。
天
動
説
の
よ
う
な
も
の

た
い
じ

で
、
自
分
で
は
何
も
し
な
く
て
も
、
す
べ
て
が
彼
女
の
ま
わ
り
を
ま
わ
っ
て
い
る
。
世
界
を
所
有
し
、
世
界
は
包
ん
で
は
く
れ
て
も
、
対
峙
す
る
こ
と
は
な
い
。

保
育
園
や
幼
稚
園
に
行
く
よ
う
に
な
っ
て
、
同
じ
よ
う
な
年
齢
層
の
〈
他
者
〉
に
初
め
て
出
会
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
〈
他
者
〉
を
知
る
こ
と
が
、
す
な
わ
ち
自

２



分
と
い
う
存
在
を
意
識
す
る
最
初
の
経
験
と
な
る
の
だ
ろ
う
。
世
界
は
自
分
の
た
め
だ
け
に
ま
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
初
め
て
知
る
。〈
他
者
〉
を
知
る
こ

と
に
よ
っ
て
初
め
て
〈
自
己
〉
と
い
う
も
の
へ
の
意
識
が
芽
生
え
る
。「
自
我
の
め
ば
え
」
は
、〈
他
者
〉
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
〈
自
己
〉
へ
の
視
線
で
あ
る
。
自
分

を
外
か
ら
見
る
と
い
う
経
験
、
こ
れ
は
す
な
わ
ち
学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
最
初
の
経
験
な
の
で
あ
る
。

こ
ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
人
が
い
た
の
か
と
思
う
。
こ
ん
な
ひ
た
す
ら
な
愛
が
あ
っ
た
の
か
、
こ
ん
な
辛
い
別
れ
が
あ
る
の
か
と
、
小
説
に
涙
ぐ
む
。
そ
れ
ら
は

「
読
む
」
と
い
う
行
為
の
以
前
に
は
、
知
ら
な
か
っ
た
世
界
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
れ
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
「
そ
れ
を
知
ら
な
か
っ
た
自
分
」
を
知
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
冊
の
書
物
を
読
め
ば
、
そ
の
分
、
自
分
を
見
る
新
し
い
視
線
が
自
分
の
な
か
に
生
ま
れ
る
。〈
自
己
〉
の
相
対
化
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
Ｃ
）

勉
強
を
す
る
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
読
書
に
し
て
も
、
勉
強
に
し
て
も
、
そ
れ
は
知
識
を
広
げ
る
と
い
う
こ
と
も
確
か
に
そ
の
通
り
だ
が
、
も
っ
と
大
切
な
こ

と
は
、
自
分
を
客
観
的
に
眺
め
る
た
め
の
、
新
し
い
場
所
を
獲
得
す
る
と
い
う
意
味
の
ほ
う
が
大
き
い
。
小
さ
な
子
が
他
者
と
出
会
っ
て
初
め
て
自
分
に
気
づ
い
た
よ

う
に
、
私
た
ち
は
〈
自
己
〉
を
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
見
る
た
め
の
、
複
数
の
視
線
を
得
る
た
め
に
、
勉
強
を
し
、
読
書
を
す
る
。
そ
れ
を
欠
く
と
、
ひ
と
り
よ
が
り

の
自
分
を
抜
け
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。〈
他
者
〉
と
の
関
係
性
を
築
く
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
Ｄ
）

「
こ
ん
な
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
自
分
」
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
、「
知
へ
の
リ
ス
ペ
ク
ト
」
と
い
う
点
か
ら
も
と
て
も
重
要
で
あ
る
。
一
つ
の
化
学
的
事
実
が
明

ら
か
に
な
る
ま
で
に
、
ど
れ
だ
け
の
時
間
が
か
か
り
、
ど
れ
だ
け
の
人
々
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
が
要
求
さ
れ
た
の
か
。
今
と
い
う
時
代
に
あ
っ
て
は
、
当
た
り
ま
え
と
も

思
え
る
よ
う
な
事
実
が
、
正
し
い
も
の
と
し
て
定
着
す
る
た
め
に
は
、
ど
れ
ほ
ど
の
時
間
が
か
か
り
、
ど
の
よ
う
な
実
験
や
理
論
構
築
を
経
て
な
さ
れ
た
も
の
な
の
か
、

そ
れ
ら
を
つ
ぶ
さ
に
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
私
た
ち
は
、
通
常
い
と
も
た
や
す
く
口
に
し
て
し
ま
い
や
す
い
〈
真
理
〉
と
い
う
も
の
に
対
す
る
敬
意
を
持
つ
こ
と

が
可
能
に
な
る
。

（
Ｅ
）

（
永
田
和
宏
『
知
の
体
力
』
に
よ
る
。
一
部
改
変
）

（
注
）
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
…
物
事
を
行
う
意
欲
。

リ
ス
ペ
ク
ト
…
尊
敬
す
る
こ
と
。
敬
意
を
示
す
こ
と
。

天
動
説
…
地
球
は
宇
宙
の
中
心
に
静
止
し
、
す
べ
て
の
天
体
は
地
球
の
ま
わ
り
を
回
転
し
て
い
る
と
す
る
説
。
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「
知
ら
な
い
存
在
と
し
て
の
自
分
を
知
る
」

「
何
も
知
ら
な
い
自
分
」

学
問

「
自
分
を
知
る
」
こ
と
か
ら
学
問
は
始
ま
り
、
今
か
ら

多
く
の
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
学
問
へ
の

【

ア

】
に
な
る
。

日
常
を
普
通
に
生
き
て
い
る
こ
と
に
満
足
、
充
足
し
て

お
り
、学
問
、研
究
な
ど
へ
の
興
味
も
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

も
生
ま
れ
な
い
。

対
人

学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
最
初
の
経
験
は
〈
他
者
〉
と
出
会

い
、〈
他
者
〉
を
し
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が

【

イ

】
に
つ
な
が
る
。

自
分
で
は
何
も
し
な
く
て
も
、
世
界
は
自
分
の
た
め
に

回
っ
て
い
る
よ
う
な
錯
覚
を
持
つ
、
天
動
説
の
よ
う
な

も
の
。

問
一

本
文
中
に

読
書
を
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
学
問
を
す
る
こ
と
の
意
味

と
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
書
き
手
の
考
え
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
ど
こ
ま

で
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
本
文
中
の
（
Ａ
）
〜
（
Ｅ
）
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

問
二

本
文
中
の

「
こ
ん
な
こ
と
も
知
ら
な
か
っ
た
自
分
」
を
知
る

と
あ
る
が
、
言
い
換
え
て
何
と
表
現
し
て
い
る
か
、
本
文
中
か
ら
八
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出

し
て
書
け
。

問
三

左
の
表
は
、
本
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
知
ら
な
い
存
在
と
し
て
の
自
分
を
知
る
」
と
「
何
も
知
ら
な
い
自
分
」
の
相
違
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

【

ア

】、【

イ

】
に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
、【

ア

】
は
三
字
で
、【

イ

】
は
六
字
で
本
文
中
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し

て
書
け
。

問
四

こ
の
文
章
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
た
文
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
〜
４
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
書
け
。

１

学
問
の
〈
意
味
〉
は
、
身
体
の
な
か
に
地
球
１５
周
分
も
の
細
胞
が
詰
ま
っ
て
い
る
と
知
る
こ
と
だ
と
提
唱
し
て
い
る
。

２

読
書
や
学
問
が
ど
れ
ほ
ど
大
切
な
こ
と
か
、
筆
者
の
子
ど
も
と
孫
へ
の
育
て
方
を
比
較
し
て
切
実
に
訴
え
て
い
る
。

３

学
ぶ
と
い
う
こ
と
の
第
一
歩
は
、
他
者
に
出
会
い
何
も
知
ら
な
か
っ
た
自
分
を
発
見
す
る
こ
と
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

４

読
書
や
学
問
の
〈
意
味
〉
は
、
化
学
的
事
実
を
明
ら
か
に
し
た
り
知
識
を
得
る
た
め
だ
け
に
必
要
と
述
べ
て
い
る
。

４



三

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
各
問
に
答
え
よ
。
句
読
点
等
は
字
数
と
し
て
数
え
る
こ
と
。

ぜ
ん
ち
な
い
ぐ

い
け

お

あ
ご

禅
智
内
供
の
鼻
と
言
え
ば
、①
池
の
尾
で
知
ら
な
い
者
は
な
い
。
長
さ
は
五
六
寸
あ
っ
て
上
唇
の
上
か
ら
顋
の
下
ま
で
下
っ
て
い
る
。
形
は
元
も
先
も
同
じ
よ
う
に
太

ち
ょ
う
づ

い
。
言
わ
ば
細
長
い
腸
詰
め
の
よ
う
な
物
が
、
ぶ
ら
り
と
顔
の
ま
ん
中
か
ら
ぶ
ら
下
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
ゃ
み

な
い
ど
う
じ
ょ
う
ぐ

ぶ

の
ぼ

も
ち
ろ
ん

五
十
歳
を
越
え
た
内
供
は
、
沙
弥
の
昔
か
ら
、
内
道
場
供
奉
の
職
に
陞
っ
た
今
日
ま
で
、
内
心
で
は
始
終
こ
の
鼻
を
苦
に
病
ん
で
来
た
。
勿
論
表
面
で
は
、
今
で

か
つ
ぎ
ょ
う

も
さ
ほ
ど
気
に
な
ら
な
い
よ
う
な
顔
を
し
て
す
ま
し
て
い
る
。
こ
れ
は
専
念
に
当
来
の
浄
土
を
渇
仰
す
べ
き
僧
侶
の
身
で
、
鼻
の
心
配
を
す
る
の
が
悪
い
と
思
っ
た

か
ら
ば
か
り
で
は
な
い
。
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
自
分
で
鼻
を
気
に
し
て
い
る
と
言
う
事
を
、
人
に
知
ら
れ
る
の
が
嫌
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
内
供
は
日
常
の
談
話
の
中

お
そ

に
、
鼻
と
言
う
語
が
出
て
来
る
の
を
何
よ
り
も
惧
れ
て
い
た
。

内
供
が
鼻
を
持
て
あ
ま
し
た
理
由
は
二
つ
あ
る
。
―
―
一
つ
は
実
際
的
に
、
鼻
の
長
い
の
が
不
便
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
第
一
飯
を
食
う
時
に
も
独
り
で
は
食
え
な

か
な
ま
り

い
。
独
り
で
食
え
ば
、
鼻
の
先
が
鋺
の
中
の
飯
へ
と
ど
い
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
内
供
は
弟
子
の
一
人
を
膳
の
向
う
へ
坐
ら
せ
て
、
飯
を
食
う
間
中
、
広
さ
一
寸
長
さ
二

尺
ば
か
り
の
板
で
、
鼻
を
持
上
げ
て
い
て
貰
う
事
に
し
た
。
し
か
し
こ
う
し
て
飯
を
食
う
と
言
う
事
は
、
持
上
げ
て
い
る
弟
子
に
と
っ
て
も
、
持
上
げ
ら
れ
て
い
る
内

ち
ゅ
う
ど
う
じ

く
さ
め

か
ゆ

供
に
と
っ
て
も
、
決
し
て
容
易
な
事
で
は
な
い
。
一
度
こ
の
弟
子
の
代
り
を
し
た
中
童
子
が
、
嚏
を
し
た
拍
子
に
手
が
ふ
る
え
て
、
鼻
を
粥
の
中
へ
落
し
た
話
は
、

け
ん
で
ん

当
時
京
都
ま
で
喧
伝
さ
れ
た
。
―
―
け
れ
ど
も
こ
れ
は
内
供
に
と
っ
て
、
決
し
て
鼻
を
苦
に
病
ん
だ
重
な
理
由
で
は
な
い
。
内
供
は
実
に
こ
の
鼻
に
よ
っ
て
傷
つ
け

ら
れ
る

Ａ

の
た
め
に
苦
し
ん
だ
の
で
あ
る
。

池
の
尾
の
町
の
者
は
、
こ
う
言
う
鼻
を
し
て
い
る
禅
智
内
供
の
た
め
に
、②
内
供
の
俗
で
な
い
事
を
仕
合
せ
だ
と
言
っ
た
。
あ
の
鼻
で
は
誰
も
妻
に
な
る
女
が
あ
る
ま

い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
中
に
は
ま
た
、
あ
の
鼻
だ
か
ら
出
家
し
た
の
だ
ろ
う
と
批
評
す
る
者
さ
え
あ
っ
た
。
し
か
し
内
供
は
、
自
分
が
僧
で
あ
る
た
め
に
、
幾
分

わ
ず
ら
わ

で
も
こ
の
鼻
に
煩
さ
れ
る
事
が
少
く
な
っ
た
と
思
っ
て
い
な
い
。
内
供
の

Ａ

は
、
妻
帯
と
云
う
よ
う
な
結
果
的
な
事
実
に
左
右
さ
れ
る
た
め
に
は
、
余
り
に
デ

き
そ
ん

リ
ケ
イ
ト
に
出
来
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
内
供
は
、
積
極
的
に
も
消
極
的
に
も
、
こ
の

Ａ

の
毀
損
を
回
復
し
よ
う
と
試
み
た
。

第
一
に
内
供
の
考
え
た
の
は
、
こ
の
長
い
鼻
を
実
際
以
上
に
短
く
見
せ
る
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
は③
人
の
い
な
い
時
に
、
鏡
へ
向
っ
て
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
顔
を

ほ
お
づ
え

あ
ご

映
し
な
が
ら
、
熱
心
に
工
夫
を
凝
ら
し
て
見
た
。
ど
う
か
す
る
と
、
顔
の
位
置
を
換
え
る
だ
け
で
は
、
安
心
が
出
来
な
く
な
っ
て
、
頬
杖
を
つ
い
た
り
頤
の
先
へ
指
を

あ
て
が
っ
た
り
し
て
、
根
気
よ
く
鏡
を
覗
い
て
見
る
事
も
あ
っ
た
。
し
か
し
自
分
で
も
満
足
す
る
ほ
ど
、
鼻
が
短
く
見
え
た
事
は
、
こ
れ
ま
で
に
た
だ
の
一
度
も
な
い
。

時
に
よ
る
と
、
苦
心
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
か
え
っ
て
長
く
見
え
る
よ
う
な
気
さ
え
し
た
。
内
供
は
、
こ
う
言
う
時
に
は
、
鏡
を
箱
へ
し
ま
い
な
が
ら
、
今
更
の
よ
う
に

き
ょ
う
づ
く
え

か
ん
の
ん
ぎ
ょ
う

た
め
息
を
つ
い
て
、
不
承
不
承
に
ま
た
元
の
経
机
へ
、
観
音
経
を
よ
み
に
帰
る
の
で
あ
る
。

そ
う
ぐ
こ
う
せ
つ

そ
れ
か
ら
ま
た
内
供
は
、
絶
え
ず④
人
の
鼻
を
気
に
し
て
い
た
。
池
の
尾
の
寺
は
、
僧
供
講
説
な
ど
の
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る
寺
で
あ
る
。
寺
の
内
に
は
、
僧
坊
が
隙
な

く
建
て
続
い
て
、
湯
屋
で
は
寺
の
僧
が
日
毎
に
湯
を
沸
か
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
こ
へ
出
入
す
る
僧
俗
の
類
も
甚
だ
多
い
。
内
供
は
こ
う
言
う
人
々
の
顔
を
根
気
よ
く

す
い
か
ん

か
た
び
ら

こ
う
じ
い
ろ

し
い
に
び

こ
ろ
も

物
色
し
た
。
内
供
の
眼
に
は
、
紺
の
水
干
も
白
の
帷
子
も
は
い
ら
な
い
。
ま
し
て
柑
子
色
の
帽
子
や
、
椎
鈍
の
法
衣
な
ぞ
は
、
見
慣
れ
て
い
る
だ
け
に
、
有
れ
ど
も
無

５



か
ぎ
ば
な

き
が
如
く
で
あ
る
。
内
供
は
人
を
見
ず
に
、
た
だ
、
鼻
を
見
た
。
―
―
し
か
し
鍵
鼻
は
あ
っ
て
も
、
内
供
の
よ
う
な
鼻
は
一
つ
も
見
当
ら
な
い
。
そ
の
見
当
ら
な
い

事
が
度
重
な
る
に
従
っ
て
、
内
供
の
心
は
次
第
に
ま
た
不
快
に
な
っ
た
。
内
供
が
人
と
話
し
な
が
ら
、
思
わ
ず
ぶ
ら
り
と
下
っ
て
い
る
鼻
の
先
を
つ
ま
ん
で
見
て
、
年

し
ょ
い

甲
斐
も
な
く
顔
を
赤
ら
め
た
の
は
、
全
く
こ
の
不
快
に
動
か
さ
れ
て
の
所
為
で
あ
る
。

な
い
て
ん
げ
て
ん

最
後
に
、
内
供
は
、
内
典
外
典
の
中
に
、
自
分
と
同
じ
よ
う
な
鼻
の
あ
る
人
物
を
見
出
し
て
、
せ
め
て
も
幾
分
の
心
や
り
に
し
よ
う
と
さ
え
思
っ
た
事
が
あ
る
。
け

も
く
れ
ん

し
ゃ
り
ほ
つ

き
ょ
う
も
ん

も
ち
ろ
ん
り
ゅ
う
じ
ゅ

め
み
ょ
う

ぼ
さ
つ

し
ん
た
ん

れ
ど
も
、
目
連
や
、
舎
利
弗
の
鼻
が
長
か
っ
た
と
は
、
ど
の
経
文
に
も
書
い
て
な
い
。
勿
論
竜
樹
や
馬
鳴
も
、
人
並
の
鼻
を
備
え
た
菩
薩
で
あ
る
。
内
供
は
、
震
旦

つ
い
で

し
ょ
く
か
ん

り
ゅ
う
げ
ん
と
く

の
話
の
序
に
蜀
漢
の
劉
玄
徳
の
耳
が
長
か
っ
た
と
言
う
事
を
聞
い
た
時
に
、
そ
れ
が
鼻
だ
っ
た
ら
、
ど
の
く
ら
い
自
分
は
心
細
く
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。

内
供
が
こ
う
言
う

Ｂ

な
苦
心
を
し
な
が
ら
も
、
一
方
で
は
ま
た
、

Ｃ

に
鼻
の
短
く
な
る
方
法
を
試
み
た
事
は
、
わ
ざ
わ
ざ
こ
こ
に
言
う
ま
で
も
な
い
。

か
ら
す
う
り

せ
ん

ね
ず
み

い
ば
り

内
供
は
こ
の
方
面
で
も
ほ
と
ん
ど
出
来
る
だ
け
の
事
を
し
た
。
烏
瓜
を
煎
じ
て
飲
ん
で
見
た
事
も
あ
る
。
鼠
の
尿
を
鼻
へ
な
す
っ
て
見
た
事
も
あ
る
。
し
か
し
何
を

ど
う
し
て
も
、
鼻
は
依
然
と
し
て
、
五
六
寸
の
長
さ
を
ぶ
ら
り
と
唇
の
上
に
ぶ
ら
下
げ
て
い
る
で
は
な
い
か
。

（
芥
川
龍
之
介
『
鼻
』
に
よ
る
。
一
部
改
変
）

し
ゃ
み

（
注
）
寸
…
長
さ
の
単
位
。
一
寸
は
約
３
・
０３
セ
ン
チ
。

沙
弥
…
出
家
し
て
修
行
を
し
て
い
る
男
性
の
僧
。

内
道
場
供
奉
…
宮
中
で
の
仏
事
や
祭
礼
な
ど
の
お
供
の
行
列
に
加
わ
る
こ
と
。

渇
仰
…
深
く
仏
を
信
仰
す
る
こ
と
。

鋺
…
金
属
製
の
椀
。

尺
…
長
さ
の
単
位
。
一
尺
は
約
３０
・
３
セ
ン
チ
。

中
童
子
…
寺
で
給
仕
や
高
層
の
雑
用
に
使
っ
た
１２
、
３
歳
の
少
年
。

嚏
…
く
し
ゃ
み
。

毀
損
…
利
益
や
対
面
な
ど
を
そ
こ
な
う
こ
と
。

僧
供
講
説
…
僧
に
対
す
る
供
養
で
、
仏
典
な
ど
に
つ
い
て
説
明
す
る
こ
と
。

水
干
…
の
り
を
使
わ
な
い
で
水
張
り
に
し
て
干
し
た
布
。

帷
子
…
裏
を
付
け
な
い
衣
服
の
総
称
。

椎
鈍
…
樹
皮
か
ら
と
っ
た
染
料
で
染
め
た
色
。

内
典
外
典
…
仏
教
の
教
え
や
信
仰
の
規
範
が
記
さ
れ
た
書
物
。

震
旦
…
中
国
の
こ
と
。

蜀
漢
…
中
国
（
三
国
の
一
）
の
こ
と
。

６



い
け

お

問
一

本
文
中
に
①

池
の
尾
で
知
ら
な
い
者
は
な
い

と
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
が
具
体
的
に
わ
か
る
一
文
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
、
そ
の
初
め
の
五
字
を
抜
き
出
せ
。

問
二

本
文
中
に
②

内
供
の
俗
で
な
い
事
を
仕
合
せ
だ
と
言
っ
た

と
あ
る
が
、
こ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
〜
４
の
う
ち
か
ら
一

つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
書
け
。

ね
た

１

禅
智
内
供
の
こ
と
を
尊
敬
し
て
い
る
一
方
で
、
自
分
も
出
家
し
た
か
っ
た
と
妬
ま
し
く
思
っ
て
い
る
。

２

禅
智
内
供
の
こ
と
を
表
面
的
に
は
気
づ
か
っ
て
い
る
が
、
心
の
中
で
は
笑
い
者
だ
と
思
っ
て
い
る
。

３

禅
智
内
供
の
こ
と
を
あ
る
意
味
仕
合
せ
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
妻
に
な
る
女
を
紹
介
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

４

禅
智
内
供
の
こ
と
を
僧
と
し
て
立
派
な
人
物
だ
と
認
め
て
い
る
が
、
容
姿
は
最
低
だ
と
思
っ
て
い
る
。

問
三

本
文
中
の

Ａ

〜

Ｃ

に
入
る
最
も
適
切
な
語
句
を
、
次
の
１
〜
４
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
書
け
。

Ａ

１

好
奇
心

２

羞
恥
心

３

自
尊
心

４

競
争
心

Ｂ

１

積
極
的

２

消
極
的

３

意
欲
的

４

反
抗
的

Ｃ

１

積
極
的

２

消
極
的

３

意
欲
的

４

反
抗
的

問
四

本
文
中
に
③
人
の
い
な
い
時

と
あ
る
が
そ
れ
は
な
ぜ
か
。そ
の
理
由
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
本
文
中
よ
り
三
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
、そ
の
初
め
の
五
字
を
書
け
。

問
五

本
文
中
に
④

人
の
鼻
を
気
に
し
て
い
た

と
あ
る
が
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
四
十
字
以
内
で
答
え
よ
。

７



四

�
�
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�
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
各
問
に
答
え
よ
。
句
読
点
等
は
字
数
と
し
て
数
え
る
こ
と
。

迎
え
の
天
人
が
、
雲
に
乗
り
翁
の
家
に
下
り
て
き
た
。
別
れ
を
嘆
く
翁
を
残
し
、
い
よ
い
よ
か
ぐ
や
姫
は
月
世
界
に
昇
る
こ
と
と
な
っ
た
。

つ
ぼ

き
た
な

天
人
の
中
に
、
持
た
せ
た
る
箱
あ
り
。
天
の
羽
衣
入
れ
り
。
ま
た
あ
る
は
、
不
死
の
薬
入
れ
り
。
一
人
の
天
人
い
ふ
、
Ａ
「
壺
な
る
御
薬
た
て
ま
つ
れ
。
穢
き
所

あ

の
物
き
こ
し
め
し
た
れ
ば
、
御
心
地
悪
し
か
ら
む
も
の
ぞ
」
と
て
、
持
て
寄
り
た
れ
ば
、
い
さ
さ
か
な
め
た
ま
ひ
て
、
す
こ
し
、
形
見
と
て
脱
ぎ
置
く
衣
に
包
ま
む
と

み

ぞ

こ
と

す
れ
ば
、
あ
る
天
人
包
ま
せ
ず
。
御
衣
を
と
り
い
で
て
着
せ
む
と
す
。
そ
の
時
に
、
か
ぐ
や
姫
、「
し
ば
し
待
て
」
と
い
ふ
。
Ｂ
「
衣
着
せ
つ
る
人
は
、
心
異
に
な
る

ふ
み

な
り
と
い
ふ
。
も
の
一
言
い
ひ
置
く
べ
き
こ
と
あ
り
け
り
」
と
い
ひ
て
、
文
書
く
。
天
人
、「
遅
し
」
と
、
心
も
と
な
が
り
た
ま
ふ
。
か
ぐ
や
姫
、「
物
知
ら
ぬ
こ
と
、

お
お
や
け

た
て
ま
つ

な
の
た
ま
ひ
そ
」
と
て
、
い
み
じ
く
静
か
に
、
朝
廷
に
御
文
奉
り
た
ま
ふ
。

（『
竹
取
物
語
』
に
よ
る
。
一
部
改
変
）

（
注
）
き
こ
し
め
し
た
れ
ば
…
お
食
べ
に
な
ら
れ
た
の
で

い
さ
さ
か
…
少
し

着
せ
つ
る
人
…
着
た
人

異
に
な
る
…
変
わ
っ
て
し
ま
う

心
も
と
な
が
り
…
イ
ラ
イ
ラ
し
て

な
の
た
ま
ひ
そ
…
お
っ
し
ゃ
る
な

い
み
じ
く
…
た
い
そ
う

朝
廷
…
帝

奉
り
た
ま
ふ
…
お
書
き
も
う
し
あ
げ
る

問
一

本
文
中
の

な
め
た
ま
ひ
て

の
読
み
方
を
、
全
て
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
、
平
仮
名
で
書
け
。

問
二

次
の

の
中
は
、
本
文
を
読
ん
だ
松
本
さ
ん
と
田
中
さ
ん
と
先
生
の
会
話
の
一
部
で
あ
る
。

先
生

こ
の
場
面
で
は
、
か
ぐ
や
姫
と
迎
え
に
来
た
天
人
と
の
や
り
と
り
が
書
か
れ
て
い
ま
す
ね
。
そ
こ
か
ら
か
ぐ
や
姫
と
天
人
の
気
持
ち
の
ズ
レ
が
ど

の
よ
う
な
も
の
か
、
み
ん
な
で
話
し
合
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。

松
本
さ
ん

天
人
は
地
上
の
こ
と
を
「
穢
き
所
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
月
の
世
界
は
と
て
も
清
浄
な
所
だ
と
思
い
ま
す
。

田
中
さ
ん

だ
か
ら
天
人
は
月
の
世
界
に
か
ぐ
や
姫
を
早
く
連
れ
て
帰
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
ね
。

松
本
さ
ん

か
ぐ
や
姫
は
、
天
人
に
止
め
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
す
が
、
長
い
間
育
て
て
も
ら
っ
た
翁
に（

）を
形
見
と
し
て
衣
に
包
ん
で
残
そ
う
と
し
て

い
ま
す
。

田
中
さ
ん

他
に
も
心
残
り
が
あ
り
、
そ
れ
を
果
た
そ
う
と
し
て
い
ま
す
ね
。
天
人
を
制
止
す
る
言
葉
に
そ
の
思
い
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。

先
生

そ
う
で
す
ね
。
か
ぐ
や
姫
は
、
こ
の
あ
と
天
の
羽
衣
を
着
る
前
に
そ
の
思
い
を
行
動
に
移
し
て
い
ま
す
。

８
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⑴

の
中
の

か
ぐ
や
姫
を
早
く
連
れ
て
帰
ろ
う

と
す
る
天
人
の
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
一
文
を
本
文
中
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
、
そ
の
初
め
の
五

字
を
書
け
。

⑵

の
中
の
（

）
に
入
る
語
句
を
本
文
中
か
ら
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
書
け
。

⑶

の
中
の

心
残
り
が
あ
り
、
そ
れ
を
果
た
そ
う
と
し
て

と
っ
た
行
動
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
１
〜
４
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の

番
号
を
書
け
。

１

か
ぐ
や
姫
が
貴
公
子
に
手
紙
を
書
い
た
。

２

か
ぐ
や
姫
が
嫗
に
手
紙
を
書
い
た
。

３

か
ぐ
や
姫
が
翁
に
手
紙
を
書
い
た
。

４

か
ぐ
や
姫
が
帝
に
手
紙
を
書
い
た
。

問
三

本
文
中
の
Ａ
、
Ｂ
の
「

」
は
誰
の
言
葉
か
。
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
１
〜
４
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
書
け
。

１

Ａ

天
人

Ｂ

天
人

２

Ａ

天
人

Ｂ

か
ぐ
や
姫

３

Ａ

帝

Ｂ

帝

４

Ａ

帝

Ｂ

翁

９



五

三
上
さ
ん
の
中
学
校
の
保
健
委
員
会
で
は
、
感
染
症
予
防
の
た
め
学
校
行
事
が
中
止
に
な
る
中
「
コ
ロ
ナ
禍
で
の
余
暇
の
過
ご
し
方
」
に
つ
い
て
全
校
生
徒
に
注
意

を
呼
び
か
け
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
後
の
問
に
答
え
よ
。

問

三
上
さ
ん
た
ち
は
全
校
生
徒
へ
感
染
症
予
防
を
呼
び
か
け
よ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
生
徒
の
集
ま
っ
て
い
る
イ
ラ
ス
ト

を
参
考
に
し
て
あ
な
た
な
ら
ど
の
よ
う
に
呼
び
か
け
る
か
。
次
の
条
件
１
か
ら
条
件
４
に
従
い
、
作
文
せ
よ
。

条
件
１

文
章
は
二
段
構
成
と
す
る
。

条
件
２

第
一
段
落
に
は
、あ
な
た
が
最
も
注
意
を
呼
び
か
け
た
い
こ
と
を
イ
ラ
ス
ト
を
見
て
具
体
的
に
一
つ
書
く
こ
と
。

条
件
３

第
二
段
落
に
は
、
第
一
段
落
の
注
意
を
踏
ま
え
、
あ
な
た
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
点
に
注
意
し
て
い
る
か
を

書
く
こ
と
。

条
件
４

題
名
と
氏
名
は
書
か
ず
、
原
稿
用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
従
い
、
十
行
以
上
、
十
二
行
以
内
で
書
く
こ
と
。

１０


