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今
春
（
一
九
七
八
年
）
、
本
学
の
入
学
試
験
で
、

つ
に
長
塚
節
『
土
』
か
ら
が
あ
っ
た
。

井
　
敬
　
之

現
代
国
語
の
出
題
の

　
こ
の
時
す
べ
て
の
樹
木
や
そ
れ
か
ら
冬
季
の
問
に
は
ぐ
っ
た
り
と
地

に
つ
い
て
い
た
す
べ
て
の
雑
草
が
爪
立
て
し
て
、
た
だ
空
へ
空
へ
と
暖

　
か
な
光
を
求
め
て
止
ま
ぬ
。
土
が
そ
れ
を
じ
っ
と
ひ
き
止
め
て
放
さ
な

　
い
。
そ
れ
で
い
っ
さ
い
の
草
木
は
土
と
直
角
の
度
を
保
っ
て
い
る
、
冬

　
季
の
問
は
土
と
平
行
す
る
こ
と
を
好
ん
で
い
た
人
も
鉄
の
針
が
磁
石
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
で

　
吸
わ
れ
る
ご
と
く
土
に
直
立
し
て
各
自
に
手
に
農
具
を
執
る
、
紺
の
股

　
引
を
藁
で
く
く
っ
て
皆
田
を
耕
し
始
め
る
、
水
が
欲
し
い
と
人
が
思
う

　
時
娃
は
一
斉
に
裂
け
る
か
と
思
う
ほ
ど
喉
の
袋
を
ボ
ウ
チ
ョ
ゥ
さ
せ
て

　
身
を
ゆ
る
が
し
な
が
ら
殊
更
に
鳴
き
立
て
る
。

　
出
題
文
は
『
土
』
の
「
六
」
か
ら
抜
き
出
さ
れ
た
も
の
で
、
読
み
や
す

い
よ
う
に
い
く
っ
か
の
漢
字
は
新
字
体
ま
た
は
平
仮
名
に
改
め
ら
れ
、
句

読
点
も
多
く
補
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
出
題
文
の
最
初
の
部
分
を
引
用
し
た
が
、
設
問
の
一
っ
に

「
土
と
平
行
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
句
読
点
と
も
二
十
字
以
内
で
、

求
め
た
の
が
あ
っ
た
。
た
ま
た
ま
、
そ
の
採
点
を
私
が
す
る
こ
と
に
な
っ

た
が
、
解
答
用
紙
の
そ
の
部
分
を
読
ん
で
い
る
う
ち
に
、
次
第
に
や
り
き

れ
た
い
気
持
に
た
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

　
い
ま
、
そ
の
と
き
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
い
る
が
、
私
の
印
象
で
は
、

受
験
生
の
う
ち
七
〇
パ
ー
セ
ソ
ト
く
ら
い
が
、
ほ
ぽ
次
の
よ
う
な
解
答
を

し
て
い
た
、
と
記
憶
し
て
い
る
。

　
　
。
部
屋
を
暖
か
く
し
て
休
養
す
る
。

　
　
。
家
で
昼
寝
を
し
て
い
る
。

　
　
・
暖
か
い
部
屋
で
テ
レ
ビ
や
新
聞
を
み
て
い
る
。

　
ま
だ
い
く
つ
か
こ
れ
に
似
た
解
答
が
あ
っ
た
が
、
列
挙
し
て
も
仕
方
が

な
い
だ
ろ
う
。
入
学
試
験
や
入
杜
試
験
の
解
答
に
、
珍
答
迷
答
が
新
聞
や

週
刊
紙
で
紹
介
さ
れ
て
、
思
わ
ず
苦
笑
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
よ
く

あ
る
が
、
そ
れ
も
正
解
ま
た
は
予
想
さ
れ
る
解
答
の
束
の
な
か
か
ら
、
と

き
た
ま
、
突
飛
な
、
奇
抜
な
も
の
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
珍
答
と
も
迷
答
と

も
い
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
今
度
の
よ
う
な
場
合
は
、

い
っ
た
い
、
ど
う
い
っ
た
ら
い
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
私
た
ち
の
周
囲
に
は
、
　
『
土
』
に
え
が
か
れ
た
よ
う
た
貧
農
の
姿
を
、

も
う
見
る
こ
と
は
で
き
た
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
農
村
の
構
造
は
、
高
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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成
長
経
済
政
策
の
お
か
げ
で
、
一
九
六
〇
年
代
か
ら
、
急
激
に
変
化
し
た

よ
う
だ
。
お
そ
ら
く
、
『
土
』
の
舞
台
と
次
っ
た
茨
城
県
結
城
郡
の
鬼
努

川
畔
に
お
い
て
も
事
情
は
同
じ
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
東
京
に
近
い
だ
げ

に
都
市
化
の
波
は
、
も
っ
と
荒
々
し
い
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　
『
土
』
は
、
出
題
文
の
と
こ
ろ
だ
け
を
み
て
も
、
季
節
の
推
移
が
擬
人

法
や
擬
態
語
を
豊
富
に
使
っ
て
え
が
か
れ
て
お
り
、
夏
目
漱
石
が
い
う
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ニ
ー
ク

う
に
、
そ
の
「
自
然
の
描
写
」
は
、
き
わ
め
て
「
独
特
」
で
あ
る
こ
と
が

理
解
さ
れ
る
と
思
う
。
し
か
し
、
そ
の
な
か
に
も
、
農
民
の
激
し
い
労
働

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
功

の
姿
は
え
が
か
れ
て
い
た
。
「
ジ
ュ
ク
ス
イ
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
百
姓

は
皆
短
い
時
問
に
肉
体
の
消
耗
を
回
復
す
る
」
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
む

し
ろ
、
こ
こ
か
ら
は
農
民
の
厳
し
い
労
働
の
有
様
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
草
木
や
蛙
と
同
様
に
土
に
へ
ぱ
り
っ
き
、
自
然
に
隷
属
し
て
生

き
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
農
民
の
姿
に
こ
そ
、
目
を
注
が
な
げ

れ
ぱ
た
ら
な
い
。
　
『
土
』
で
の
自
然
の
擬
人
化
は
、
貧
し
い
農
民
の
姿
と

深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。

　
私
た
ち
の
周
囲
は
、
本
当
に
貧
困
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
な
く
た
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
も
う
間
題
に
は
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
か
り
に
出
題
文

の
内
容
と
設
問
の
意
味
が
十
分
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
出

題
文
に
も
出
典
が
示
さ
れ
て
い
た
か
ら
、
こ
の
作
品
が
、
ど
の
よ
う
な
農

展
を
え
が
い
て
い
る
か
は
、
高
校
卒
程
度
の
受
験
生
で
あ
れ
ば
、
普
通
の

六
六

文
学
史
的
常
識
で
、
十
分
に
理
解
で
き
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
か
ら
前
記
の

よ
う
た
解
答
は
、
や
は
り
お
か
し
い
の
で
あ
る
。
ま
し
て
、
　
『
土
』
が
書

か
れ
た
時
代
に
は
テ
レ
ピ
は
た
か
っ
た
。

　
文
学
作
品
を
「
読
む
」
た
め
に
は
、
正
確
な
読
解
が
要
求
さ
れ
る
こ
と

は
い
う
ま
で
も
な
い
。
正
確
た
読
解
へ
の
努
力
が
、
作
品
の
世
界
に
共
感

す
る
た
め
の
、
ま
ず
第
一
の
条
件
で
も
あ
る
。
し
か
し
『
土
』
の
世
界
に

共
感
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
、
不
可
能
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
ほ
ど
、
私

た
ち
は
豊
か
な
時
代
に
生
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
今
度
の
経
験
で
、
私

た
ち
と
『
土
』
の
世
界
と
の
間
に
、
深
い
断
絶
を
感
じ
る
が
、
豊
か
に
た

っ
た
こ
と
と
ひ
き
か
え
に
、
何
か
大
切
な
も
の
を
失
っ
た
と
い
う
こ
と
は

な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
『
土
』
が
単
行
本
に
な
っ
た
と
き
、
夏
目
漱
石
が
長
い
序
文
を
書
い
て

い
る
。
大
変
有
名
な
序
文
だ
が
、
今
で
は
あ
ま
り
評
判
が
よ
く
な
い
。
友

人
の
井
上
俊
夫
も
『
農
民
文
学
論
』
　
（
五
月
書
房
、
一
九
七
五
年
六
月
）

で
厳
し
い
批
判
を
し
て
い
る
。
私
は
井
上
俊
夫
の
批
判
を
認
め
る
。
そ
の

う
え
で
な
お
、
　
「
面
白
い
か
ら
読
め
と
い
う
の
で
は
次
い
。
苦
し
い
か
ら

読
め
と
い
う
の
だ
と
告
げ
た
い
と
思
っ
て
い
る
」
と
書
い
た
こ
と
を
、
も

う
一
度
思
い
出
し
、
よ
く
噛
み
し
め
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
受
験
生
も
、
こ
の
作
品
を
読
ん
で
い
た
た
ら
、
前
記
の
よ
う
な
解
答
を

書
く
よ
う
た
こ
と
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
た
だ
、
今
の
よ
う
な
激
し
い
受
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験
戦
争
の
さ
な
か
に
、
こ
の
全
く
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
面
白
く
な
い
読
み

づ
ら
い
小
説
を
、
読
め
と
い
う
ほ
う
が
無
理
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
で
も
私
は
、
　
「
読
み
苦
し
い
の
を
我
慢
し
て
、
こ
の
『
土
』
を

読
む
勇
気
を
鼓
舞
す
る
こ
と
」
を
漱
石
と
と
も
に
「
希
望
」
す
る
者
た
の

だ
。
せ
め
て
、
　
『
土
』
が
、
ど
ん
な
小
説
で
あ
る
か
く
ら
い
の
知
識
は
、

ど
う
し
て
も
持
っ
て
い
て
ほ
し
い
と
思
う
。
今
春
の
本
学
の
受
験
生
の
な

か
に
は
、
　
『
土
』
に
ー
っ
い
て
の
知
識
が
、
す
っ
ぽ
り
と
脱
げ
落
ち
て
い
た

　
、
　
　
　
　
ｏ

と
思
う

　
こ
の
機
会
に
私
は
目
本
近
代
文
学
に
え
が
か
れ
た
貧
し
い
人
び
と
の
姿

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
目
本
の
近
代
文
学
の
或
る
部
分
は
、
貧
困
と

の
た
た
か
い
と
敗
北
の
歴
史
で
あ
っ
た
と
思
う
。
貧
し
い
人
々
が
え
が
か

れ
た
だ
け
で
な
く
、
貧
困
に
傷
っ
き
倒
れ
た
文
学
者
も
多
く
い
た
。
そ
う

い
う
私
た
ち
の
ま
え
に
よ
こ
た
わ
っ
て
い
る
近
代
の
文
学
と
文
学
者
に
つ

い
て
、
こ
れ
か
ら
、
し
ぱ
ら
く
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
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土
橋
寛
教
授
古
稀
記
念
論
集
刊
行
予
告

　
土
橋
寛
編
『
日
本
古
代
論
』
（
笠
問
書
院
刊
）

　
本
学
の
土
橋
寛
教
授
（
明
治
四
十
二
年
二
月
二
十
七
日
生
）
は
、
め

で
た
く
古
稀
の
年
を
迎
え
ら
れ
ま
し
た
。
こ
こ
に
そ
れ
を
記
念
し
て
京

都
大
学
上
田
正
昭
教
授
、
本
学
南
波
浩
教
授
の
呼
び
か
げ
に
よ
り
古
稀

記
念
論
集
を
編
纂
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
本
学
関
係
以
外
に
御
執

筆
い
た
だ
け
る
予
定
の
方
々
は
次
の
通
り
で
あ
り
ま
す
。

　
（
昭
和
五
十
四
年
六
月
末
刊
行
予
定
）
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