
        

（
１
） 
屋
根
に
は
一 

       

（
２
） 
新
年
に
な
れ
ば
ル
ン
ト
ウ
が
や
っ
て
来
る
か
ら
。       

（
３
） 
ウ     

☆
（
４
） 
身
分
や
境
遇
の
違
い
に
よ
っ
て
で
き
た
心
の
隔
た
り
。       

（
５
） 
一
人
で
は
困
難
な
こ
と
で
も
、
多
く
の
人
が
同
じ
希
望
を
も
ち
、
そ
の
実
現
に
向
か
っ
て
み
ん
な
が
努

力
す
れ
ば
必
ず
か
な
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。  

川越市マスコットキャラクター 

国
語
（
中
三
）（
文
学
的
文
章
）
＊
解
答
・
解
説 

使
用
教
材 
「
故
郷
」
（
光
村
図
書 
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） 
「
こ
の
古
い
家
が
～
理
由
を
解
き
明
か
し
顔
で
あ
る
」
に
擬
人
法
が
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
住

み
慣
れ
た
古
い
家
が
、
決
し
て
楽
し
い
理
由
で
な
く
帰
郷
し
た
「
私
」
を
納
得
さ
せ
る
か
の

よ
う
に
語
り
か
け
て
く
れ
る
の
で
す
。
ま
た
、
屋
根
一
面
に
枯
れ
草
が
生
え
て
い
る
様
子
か

ら
、
屋
根
の
手
入
れ
も
で
き
な
い
ほ
ど
、
こ
の
家
が
裕
福
で
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。 

「
待
ち
遠
し
い
」
と
は
心
待
ち
に
待
っ
て
い
る
こ
と
。
ル
ン
ト
ウ
の
父
は
自
分
の
息
子
に
祭
器

の
番
を
さ
せ
た
い
と
「
私
」
の
父
に
申
し
出
ま
し
た
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
か
ね
て
か
ら
同
じ
年

頃
の
ル
ン
ト
ウ
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
「
私
」
は
や
っ
と
会
え
る
の
だ
と
う
れ
し
く
思
い
ま

す
。 未

知
の
世
界
で
生
き
て
い
る
ル
ン
ト
ウ
に
対
す
る
敬
意
と
憧
れ
を
表
現
し
て
い
る
。 

「
私
」
と
ル
ン
ト
ウ
の
間
を
隔
て
る
「
何
か
」
を
、
「
壁
」
と
表
し
て
い
ま
す
。
ル
ン
ト
ウ
は
中
国

民
衆
の
伝
統
的
な
社
会
意
識
か
ら
自
由
に
な
れ
な
い
こ
と
で
、
「
私
」
の
思
い
に
応
じ
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
。
「
私
」
も
ま
た
、
そ
ん
な
ル
ン
ト
ウ
を
取
り
巻
く
現
実
に
対
し
て
無
力
で

す
。
当
時
の
中
国
社
会
の
悲
劇
の
縮
図
で
あ
る
が
ゆ
え
の
「
悲
し
い
」
「
壁
」
な
の
で
す
。 

離
郷
す
る
「
私
」
の
心
の
中
に
は
未
来
へ
の
希
望
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
「
私
の
希
望
」
は
同
じ
志

を
も
っ
て
行
動
す
る
人
が
増
え
る
こ
と
で
実
現
に
つ
な
が
る
で
し
ょ
う
。
「
希
望
」
を
「
道
」
に

た
と
え
る
こ
と
で
、
確
か
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
ま
す
。 P106 
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