
自
然
の
も
の
が
入
っ
た
慣
用
句

三
年
一
組

今
井

光

僕
は
、
自
然
の
も
の
が
入
っ
た
慣
用
句

に
つ
い
て
調
べ
ま
し
た
。

調
べ
て
み
る
と
、
自
然
の
も
の
が
入
っ

た
慣
用
句
の
中
で
も
特
に
多
い
の
は
、

「
火
」
と
「
水
」
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り

ま
し
た
。
僕
は
こ
の
こ
と
か
ら
、
昔
の
日

本
の
明
か
り
だ
っ
た
「
火
」
や
、
毎
日
飲

む
「
水
」
と
い
う
、
人
々
の
生
活
の
中
で

特
に
身
近
な
自
然
が
た
く
さ
ん
慣
用
句
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し

た
。そ

れ
で
は
、
僕
が
調
べ
た
慣
用
句
の
中

か
ら
、
二
つ
皆
さ
ん
に
紹
介
し
ま
す
。

み
な
さ
ん
は
、
「
火
花
を
散
ら
す
」
と

い
う
慣
用
句
を
知
っ
て
い
ま
す
か
。
こ
の

慣
用
句
の
意
味
は
、
互
い
が
激
し
く
競
い

合
う
こ
と
で
、
使
い
方
の
例
と
し
て
は
、

「
Ａ
君
と
Ｂ
君
は
火
花
を
散
ら
し
て
い
る
」

と
い
う
よ
う
に
し
て
使
い
ま
す
。

僕
は
、
こ
の
慣
用
句
が
ど
の
よ
う
に
し

て
で
き
た
の
か
を
考
え
る
に
は
、
火
打
ち

石
を
想
像
し
て
み
れ
ば

い
い
と
思
い
ま
す
。

火
打
ち
石
は
、
昔
の

日
本
人
が
火
を
お
こ
す
の
に
必

要
だ
っ
た
道
具
で
す
。
二
つ
の

石
を
た
た
い
て
、
そ
の
時
に
出

る
火
花
で
火
を
つ
け
ま
す
。
そ
の
時
に
ど

ち
ら
か
が
軟
ら
か
け
れ
ば
、
硬
い
方
の
石

に
負
け
、
割
れ
て
し
ま
い
、
火
は
お
こ
り

ま
せ
ん
。

こ
の
よ
う
に
、
同
じ
硬
さ
の
石
が
ぶ
つ

か
り
合
っ
て
火
花
が
お
こ
る
こ
と
を
人
に

た
と
え
て
、
互
い
が
激
し
く
競
い
合
う
と

い
う
意
味
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

い
ま
す
。

二
つ
め
は
、
「
水
の
泡
」
と
い
う
慣
用

句
で
す
。
こ
の
慣
用
句
は
皆
さ
ん
も
使
っ

た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
意
味
は
、
努

力
が
無
駄
に
な
る
こ
と
で
、
使
い
方
の
例

は
、
今
ま
で
の
練
習
が
怪
我
で
水
の
泡
だ

と
い
う
よ
う
に
し
て
使
い
ま
す
。

こ
の
慣
用
句
は
、
昔
の
人
が
、
水
の
泡

が
一
瞬
に
し
て
消
え
て
い
く
様
子
を
見

て
、
長
年
努
力
し
た
も
の
が
無
駄
に
な
る

の
が
一
瞬
だ
と
い
う
こ
と
と
似
て
い
る
と

思
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


