
平
成
三
十
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
一
期
入
試 

【
二
月
二
日
】 

解
答
解
説
（
国
語
） 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

近
年
「
読
む
」
能
力
と
と
も
に
、「
話
す
・
聞
く
・
書
く
」
能
力
の

育
成
に
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
入
試
に
お
い
て
は
、「
書
く
」
能
力
を
判

定
す
る
記
述
式
の
問
題
と
と
も
に
、
ス
ピ
ー
チ
・
発
表
・
話
し
合
い
な
ど
、

「
話
す
・
聞
く
」
能
力
を
判
定
す
る
会
話
形
式
の
問
題
も
頻
繁
に
出
題
さ
れ

て
い
ま
す
。
会
話
形
式
の
問
題
で
は
、
発
言
者
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
の
主
旨
や

キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
言
葉
を
的
確
に
つ
か
み
、
発
言
の
内
容
を
正
確
に
読
み

取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
普
段
か
ら
人
の
発
言
な
ど
を
注
意
深
く
聞
き
、
す

ぐ
に
頭
の
中
で
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
訓
練
を
す
る
よ
う
に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

例 

を
行
う
理
由
〔
の
目
的
・
の
ね
ら
い
〕 

② 

教
え
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か 

③ 

エ 

④ 

例 

制
服
を
改
定
す
る
際
に
活
用
し
ま
す
（
14
字
） 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
趣
旨
」
は
「
あ
る
こ
と
を
行
う
理
由
や
目
的
」
を
意
味
し
ま
す
。
「
文

章
や
話
な
ど
の
中
で
、
最
も
中
心
と
な
る
事
柄
」
を
意
味
す
る
「
主
旨
」

と
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
敬
語
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
も
ら
う
」
を
謙
譲
語
に
す
る
と
、
「
い
た
だ
く
」
に
な
り
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
文
脈
に
合
わ
せ
て
「
教
え
て
い
た
だ
け
ま
せ
ん
か
」
と
書
き
改
め

ま
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
発
言
の
内
容
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

【
場
面
２
】
の
保
護
者
の
発
言
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
エ
は
保
護
者
Ｄ

の
発
言
で
、
制
服
を
必
要
と
し
て
い
る
人
と
不
要
な
人
の
例
を
挙
げ
て
、

改
善
策
を
示
し
て
い
る
の
で
正
解
で
す
。
ア
は
保
護
者
Ｃ
の
発
言
で
「
私

は
制
服
の
デ
ザ
イ
ン
は
素
敵
だ
と
思
う
の
で
す
が
…
…
」
と
個
人
的
な
評

価
を
述
べ
て
い
る
の
で
誤
り
、
イ
は
保
護
者
Ａ
の
発
言
で
「
現
在
の
価
格

よ
り
も
二
割
程
度
安
く
な
る
と
…
…
」
と
具
体
的
な
数
値
目
標
に
言
及
し

て
い
る
の
で
誤
り
、
ウ
は
保
護
者
Ｂ
の
発
言
で
「
ア
イ
テ
ム
ご
と
の
価
格

の
見
直
し
も
大
切
で
す
が
…
…
」
と
他
の
案
に
同
調
し
つ
つ
、
新
た
な
案

を
提
示
し
て
い
る
の
で
誤
り
で
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
発
言
の
内
容
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

西に
し

村む
ら

さ
ん
は
、
保
護
者
Ｅ
か
ら
ア
ン
ケ
ー
ト
の
結
果
は
ど
う
生
か
さ
れ

る
の
か
と
質
問
さ
れ
ま
し
た
が
、「
今
後
、
何
か
の
役
に
立
つ
と
思
い
ま
す
」

と
い
う
曖
昧
な
返
事
し
か
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
先
生
か
ら
そ
の
こ
と
に

つ
い
て
指
摘
さ
れ
た
の
で
、
「
制
服
を
改
定
す
る
際
の
資
料
と
し
て
活
用
」

す
る
と
い
う
こ
と
を
伝
え
る
べ
き
だ
っ
た
と
反
省
し
て
い
る
の
で
す
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

文
学
的
文
章
（
小
説
）
の
読
解
で
す
。
小
説
は
、
主
人
公
の
も
の

の
考
え
方
や
感
性
、
そ
の
生
き
方
な
ど
を
通
し
て
、
人
間
と
は
何
か
、
生
き

る
こ
と
の
意
味
は
何
か
な
ど
、
人
間
に
と
っ
て
重
要
な
テ
ー
マ
を
読
者
に
訴

え
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
八や

束つ
か

澄す
み

子こ

の
『
お
た
ま
じ
ゃ
く

し
の
降
る
町
で
』
を
題
材
に
、
主
人
公
た
ち
の
行
動
や
、
心
の
動
き
を
読
み

取
り
ま
す
。
小
説
を
読
む
と
き
に
は
、
で
き
る
だ
け
登
場
人
物
の
立
場
に
立

っ
て
、
そ
の
境
遇
や
心
情
に
寄
り
添
い
な
が
ら
読
む
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓑ 

ひ
ょ
う
し
ぬ
（
け
） 

 

ⓒ 

は
げ
（
ん
だ
） 

 
 

ⓕ 

ふ
く
り
ゅ
う
す
い 

② 

ま
る
で
、
迷 

③ 

ウ 

④ 

例 

ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
座
を
守
る
た
め
に
必
死
に
隠
し
て
い
る
肩
の
痛

み
を
、
一
度
逃
げ
だ
し
て
戻
っ
て
き
た
ハ
ル
に
指
摘
さ
れ
た
か
ら
。 

（
50
字
） 

⑤ 

Ａ 

自
分
の
や
り 

 
 

Ｂ 

ま
っ
す
ぐ
に 

⑥ 

イ 

【
解 

説
】 

① 

ⓑ
「
ひ
ょ
う
し
」
を
「
は
く
し
」
と
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
表
現
技
法
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
自
分
を
支
え
て
い
る
」
と
は
、
肩
の
負
傷
を
隠

し
て
、
痛
み
に
耐
え
な
が
ら
ピ
ッ
チ
ャ
ー
を
続
け
て
い
る
樹じ

ゅ

里り

の
様
子
を

表
し
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
樹
里
の
様
子
を
、
直
喩
を
用
い
て
「
ま
る

で
、
迷
子
の
子
ど
も
が
懸
命
に
肩
を
怒
ら
せ
て
、
泣
く
の
を
我
慢
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
」
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
ょ
う
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ウ
「
変
幻
自
在
」
は
「
思
う
ま
ま
に
現
れ
た
り
消
え
た
り
、
変
化
す
る

こ
と
」
を
意
味
す
る
四
字
熟
語
で
す
。
ア
「
千
差
万
別
」
は
「
さ
ま
ざ
ま

の
違
い
が
あ
る
こ
と
」
、
イ
「
千
変
万
化
」
は
「
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
す
る
こ

と
」、
エ
「
自
由
自
在
」
は
「
自
分
の
思
い
の
ま
ま
に
で
き
る
こ
と
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
こ
と
も
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
人
物
の
行
動
の
理
由
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
沸
点
に
達
し
て
い
る
」
と
は
、
激
し
く

憤
い
き
ど
お

っ
て
い
る
様
子
を
表
し
ま

す
。
ハ
ル
か
ら
肩
の
痛
み
を
指
摘
さ
れ
た
後
の
、
樹
里
の
「
う
ち
を
ピ
ッ

チ
ャ
ー
の
座
か
ら
引
き
ず
り
下
ろ
し
た
い
わ
け
？
」
「
う
ち
は
辞
め
ん
よ
」

と
い
う
発
言
か
ら
、
樹
里
は
ピ
ッ
チ
ャ
ー
の
座
を
守
る
た
め
に
肩
を
痛
め

て
い
る
こ
と
を
隠
し
て
い
る
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
ま
た
、「
い
っ
た
ん
逃

げ
だ
し
た
く
せ
に
、
ま
た
の
こ
の
こ
戻
っ
て
き
」
た
ハ
ル
に
指
摘
さ
れ
た

こ
と
が
、
樹
里
の
怒
り
に
火
を
つ
け
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
ら

の
内
容
を
条
件
に
合
う
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 

⑤ 

ポ
イ
ン
ト
《
人
物
の
行
動
の
理
由
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
部
に
帰
っ
て
く
る
こ
と
を
決
意
し
た
と
き
の
ハ
ル
の
気

持
ち
を
、
文
章
の
前
半
か
ら
読
み
取
り
ま
し
ょ
う
。
ハ
ル
は
樹
里
が
「
ぎ

り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
自
分
を
支
え
て
い
る
」
の
は
「
樹
里
の
問
題
で
あ
り
、

ハ
ル
が
自
分
の
や
り
た
い
こ
と
を
あ
き
ら
め
て
ま
で
背
負
う
べ
き
筋
合
い

の
も
の
で
は
な
い
」
と
気
づ
き
、
自
分
の
気
持
ち
と
真
剣
に
向
き
合
っ
て

「
ま
っ
す
ぐ
に
自
分
の
道
を
進
も
う
」
と
心
に
決
め
た
の
で
す
。 

⑥ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ハ
ル
は
樹
里
か
ら
き
つ
い
言
葉
を
投
げ
つ
け
ら
れ
て
泣
き
だ
し
て
し
ま

っ
た
も
の
の
、
樹
里
が
「
心
の
う
ち
を
さ
ら
け
だ
し
て
く
れ
た
」
こ
と
で

「
『
な
に
考
え
て
る
ん
だ
ろ
う
』
っ
て
、
悶
々

も
ん
も
ん

と
し
て
い
た
と
き
よ
り
、
ず

っ
と
い
い
」
と
感
じ
て
い
る
の
で
、
イ
は
文
章
の
内
容
と
合
っ
て
い
ま
す
。

ア
は
「
キ
ャ
ッ
チ
ャ
ー
へ
の
こ
だ
わ
り
は
捨
て
て
い
た
」「
ね
ら
っ
て
い
る

の
は
、
ラ
イ
ト
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
ウ
は
樹
里
が
怒
っ
た
の
は
ハ
ル
の

「
肩
、
痛
い
ん
ち
ゃ
う
？
」
と
い
う
発
言
が
き
っ
か
け
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

エ
は
ハ
ル
が
「
悲
し
み
に
打
ち
ひ
し
が
れ
て
い
る
」
わ
け
で
は
な
く
、
幼

い
頃
の
け
ん
か
の
よ
う
な
「
爽
快
さ
」
を
感
じ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
文
章

の
内
容
と
合
っ
て
い
な
い
と
わ
か
り
ま
す
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

説
明
的
文
章
の
読
解
で
す
。
論
説
文
は
、
あ
る
テ
ー
マ
に
関
す
る

研
究
内
容
や
デ
ー
タ
な
ど
に
つ
い
て
、
筆
者
が
考
え
を
述
べ
た
文
章
で
す
。

こ
こ
で
は
、
多た

田だ

道み
ち

太た

郎ろ
う

の
『
し
ぐ
さ
の
日
本
文
化
』
を
題
材
に
、
日
本
人

の
し
ぐ
さ
で
あ
る
「
あ
い
づ
ち
」
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
論
説
文
を
読
む
と

き
に
は
、
そ
の
文
章
が
何
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
か
を
理
解
し
、
そ
こ
か

ら
筆
者
が
ど
う
い
う
結
論
や
考
え
方
を
導
き
出
し
て
い
る
か
を
読
み
取
る
よ

う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓑ 

属
（
し
ま
す
） 

 

ⓔ 

契
約 

 

ⓕ 

巧
（
み
） 

② 

活
用
の
種
類 

オ 
 

活
用
形 

カ 

③ 

エ 

④ 

個
人
の
心
理
・
社
会
の
さ
ま 

⑤ 

Ａ 

鎚
を
ト
ン
カ
ン
ト
ン
カ
ン
と
打
ち
合
わ
す 

 
 

Ｂ 

二
人
の
共
同
作
業
の
快
味 

⑥ 

例 

異
人
種
異
言
語
が
日
常
的
に
接
触
す
る
ア
メ
リ
カ
や
ス
イ
ス
で

は
論
理
を
通
さ
な
け
れ
ば
意
見
の
一
致
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
統

一
さ
れ
た
文
化
が
あ
る
ウ
ィ
ー
ン
や
パ
リ
で
は
暗
黙
の
了
解
の
う
ち
に
相

手
の
感
情
を
い
た
わ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。
（
98
字
） 

1

3

選
抜
一
期
②
・
国
語 

2



【
解 

説
】 

① 

ⓕ
「
巧
」
を
「
功
」
と
書
か
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。 

② 
ポ
イ
ン
ト
《
動
詞
の
活
用
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
表
現
さ
」
の
終
止
形
は
「
表
現
す
る
」
で
「
…
…
す
る
」
と
い
う
形
な

の
で
、
サ
行
変
格
活
用
で
す
。
ま
た
、
助
動
詞
「
れ
る
」
に
続
く
形
は
未

然
形
で
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ス
イ
ス
人
の
ガ
ス
カ
ー
ル
女
史
の
指
摘
と
、
第
六
～
第
九
段
落
の
内
容

を
も
と
に
、
「
日
本
人
の
身
振
り
の
特
異
性
」
に
つ
い
て
考
え
ま
し
ょ
う
。

日
本
人
は
人
の
話
を
聞
く
と
き
、
内
容
に
賛
同
し
て
い
な
く
て
も
「
思
わ

ず
あ
い
づ
ち
を
打
っ
て
し
ま
う
」
と
こ
ろ
が
あ
り
、「
そ
れ
は
外
国
人
に
は

確
実
な
『
イ
エ
ス
』
の
し
ぐ
さ
と
し
て
理
解
さ
れ
る
」
た
め
、
両
者
の
間

に
誤
解
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
現
象
を
「
私
た
ち
日
本

人
の
身
振
り
の
…
…
他
国
の
人
に
よ
っ
て
は
理
解
さ
れ
え
な
い
特
異
性
」

と
表
現
し
て
い
る
の
で
、
エ
が
正
解
で
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

第
一
・
第
二
段
落
の
内
容
か
ら
、
し
ぐ
さ
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
を

読
み
取
り
ま
し
ょ
う
。「
個
人
の
心
理
の
内
奥
を
、
お
そ
ら
く
し
ぐ
さ
は
の

ぞ
か
せ
る
も
の
で
あ
る
」「
し
ぐ
さ
は
一
つ
の
文
化
で
あ
る
。
社
会
の
さ
ま

ざ
ま
の
集
団
に
つ
た
わ
る
伝
承
の
文
化
で
あ
る
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ

れ
ら
が
無
意
識
の
し
ぐ
さ
の
示
す
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。 

⑤ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

第
三
・
第
四
段
落
に
注
目
し
て
、「
あ
い
づ
ち
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
を

捉
え
ま
し
ょ
う
。「
あ
い
づ
ち
」
は
、
鍛か

冶じ

で
「
鎚つ

ち

を
ト
ン
カ
ン
ト
ン
カ
ン

と
打
ち
合
わ
す
」
行
為
に
由
来
し
、「
二
人
の
共
同
作
業
の
快
味
」
を
伝
え

る
言
葉
で
す
。
ⓖ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
あ
い
づ
ち
」
の
価
値
が
「
見
直

さ
れ
ぬ
と
は
限
ら
な
い
」
、
つ
ま
り
、「
見
直
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
」
と

述
べ
て
い
る
の
で
す
。 

⑥ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
理
解
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

二
重
傍
線
部
の
後
に
続
く
文
章
で
、
ア
メ
リ
カ
や
ス
イ
ス
は
「
異
人
種

異
言
語
が
日
常
的
に
接
触
す
る
国
で
」
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
で
は
「
ま
ず
論

理
を
通
さ
な
け
れ
ば
異
人
種
の
間
の
意
見
の
一
致
を
見
る
こ
と
は
で
き
な

い
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ウ
ィ
ー
ン
や
パ
リ
で
は
「
共
同
の
前
提

と
な
る
統
一
さ
れ
た
文
化
が
あ
る
」
の
で
、「
暗
黙
の
了
解
の
う
ち
に
相
手

の
感
情
を
い
た
わ
る
こ
と
が
可
能
」
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
内

容
を
、
指
定
の
字
数
に
合
わ
せ
て
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

俳
句
と
漢
詩
、
そ
の
解
説
文
の
読
解
問
題
で
す
。
中
国
の
古
典
文

学
は
、
日
本
人
の
生
活
や
文
化
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
貴
重
な
も
の
で
す
。

こ
こ
で
は
、
与よ

謝さ

蕪ぶ

村そ
ん

の
俳
句
と
、
白は

く

居き
ょ

易い

の
『
夜や

雨う

』
『
聞

夜

砧

よ
る
の
き
ぬ
た
を
き
く

』
に

つ
い
て
、
森も

り

本も
と

哲て
つ

郎ろ
う

が
解
説
を
書
い
た
も
の
が
題
材
に
な
っ
て
い
ま
す
。
漢

詩
は
、
語
順
が
日
本
語
と
違
い
、
難
解
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
作
品
を
通
し
て
、
い
に
し
え
の
中
国
の
人
た
ち
の
心
に
触
れ
て
み

ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

一
刻
千
金 

② 

例 

窓
外
の
芭
蕉
に
雨
の
落
ち
る
音
が
き
こ
え
た
か
ら
。
（
20
字
） 

③ 

ア 

④ 

Ａ 

白
居
易
の
詩
文
を
す
す
め
て
い
る 

 
 

Ｂ 

白
居
易
の
詩
句
を
念
頭
に
置
い
て
の
作 

 

【
現
代
語
訳
】 

も
ろ
こ
し
の
詩し

客か
く

は
千
金
の
宵よ

ひ

を
を
し
み
、 

我わ
が

朝て
う

の
哥か

人じ
ん

は
む
ら
さ
き
の

曙
あ
け
ぼ
の

を
賞
す 

春
の
夜
や
宵
あ
け
ぼ
の
の
其そ

の

中な
か

に 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

蕪
村 

（
唐
土

も
ろ
こ
し

の
詩
人
蘇そ

軾
し
ょ
く

は
春
の
宵
を
一
刻
千
金
に
も
値あ

た

い
す
る
と
い
い
、

日
本
の
歌
人
清せ

い

少
し
ょ
う

納な

言ご
ん

は
反
対
に
、
春
は
曙
、
と
い
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
な
ら
わ
た
し
は
ひ
と
つ
、
春
の
夜
を
す
す
め
よ
う
。
宵
と
曙
の
ち

ょ
う
ど
ま
ん
な
か
に
あ
る
春
の
夜
を
） 

  

コ
オ
ロ
ギ
が
鳴
い
て
い
た
か
と
思
う
と
、
い
つ
の
間
に
か
鳴
き
や
ん
で
い

る
。
乏
し
い
油
の
灯ひ

が
消
え
そ
う
に
な
り
な
が
ら
、
と
き
ど
き
パ
ッ
と
あ
か

る
く
な
る
。
窓
外
の
芭ば

蕉
し
ょ
う

に
雨
の
落
ち
る
音
が
き
こ
え
、
そ
れ
で
ま
た
降
り

だ
し
た
夜
雨
を
知
る
。 

（
白
居
易
『
夜
雨
』
） 

 

遠
く
に
い
る
夫
を
思
う
、
ど
こ
の
家
の
妻
で
あ
ろ
う
か
、
秋
の
夜
に
衣
を

擣う

っ
て
い
る
の
は
。
月
光
は
寒
々
と
冴さ

え
渡
り
、
風
は
す
さ
ま
じ
く
吹
い
て
、

砧
き
ぬ
た

の
音
が
悲
し
く
響
く
。 

（
白
居
易
『
聞
夜
砧
』） 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

第
一
段
落
に
「
『
春

し
ゆ
ん

宵せ
う

一い
つ

刻こ
く

価
あ
た
ひ

千せ
ん

金き
ん

』
と
い
う
彼
の
『
春

し
ゆ
ん

夜や

』
と
題

し
た
詩
」
と
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
蘇
軾
の
詩
か
ら
で
き

た
故
事
成
語
が
「
一
刻
千
金
」
で
、「
わ
ず
か
な
時
間
が
千
金
に
も
相
当
す

る
価
値
の
あ
る
こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

ⓑ
の
後
の
解
説
文
に
「
窓
外
の
芭
蕉
に
雨
の
落
ち
る
音
が
き
こ
え
、
そ

れ
で
ま
た
降
り
だ
し
た
夜
雨
を
知
る
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
か
ら
、

詩
の
作
者
で
あ
る
白
居
易
は
、
窓
外
の
芭
蕉
に
雨
の
落
ち
る
音
が
き
こ
え

た
た
め
に
、
雨
が
降
り
出
し
た
こ
と
に
気
づ
い
た
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
詩
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

「
早さ

う

蛩
き
よ
う

」
や
「
夜
雨
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、
「
秋
の
夜
の
し
み
じ
み
と

し
た
情
感
」
が
感
じ
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、「
早
蛩
啼な

い
て
復ま

た
歇や

み
」「
残ざ

ん

燈と
う

滅き

え
て
又
明
る
し
」
「
芭ば

蕉せ
う

先ま

づ
聲こ

ゑ

有
り
」
な
ど
視
覚
や
聴
覚
に
訴
え

か
け
る
よ
う
な
表
現
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
ア
が
正
解
で
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

白
居
易
が
日
本
で
愛
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
第

一
段
落
で
「
清
少
納
言
は
『
ふ
み
は
文も

ん

集じ
ふ

、
文も

ん

選ぜ
ん

』
と
い
っ
て
…
…
兼け

ん

好こ
う

法ほ
う

師し

も
『
文ふ

み

は
文
選
の
あ
は
れ
な
る
巻ま

き

々ま
き

、
白は

く

氏し
の

文も
ん

集じ
ふ

』
と
、
お
な
じ
よ

う
に
白
居
易
の
詩
文
を
す
す
め
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
」
と
述
べ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
解
説
文
の
最
後
で
「
芭
蕉
は
杜と

甫ほ

と
と
も
に
白
居
易
を
愛
し

た
…
…
『
碪

き
ぬ
た

打
ち
て
我
に
き
か
せ
よ
や
坊ば

う

が
妻つ

ま

』
と
い
う
句
も
、
お
そ
ら

く
つ
ぎ
の
『
聞
夜
砧
』
と
題
し
た
白
居
易
の
詩
句
を
念
頭
に
置
い
て
の
作

で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。 
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