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１
　
問
題
は
　
　
か
ら
　
　
ま
で
で
、
12
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　
ま
た
、
解
答
用
紙
は
両
面
に
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

２
　
検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

３
　
声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

４
　
答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、　
解
答
用
紙

　
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

５
　
答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

　
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
答
え
に
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
、
や 

。
や「
な
ど
も
そ
れ

　
ぞ
れ
一
字
と
数
え
な
さ
い
。

６
　
答
え
は
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

７
　
答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

８
　
受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の
　
　 
の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

９
　
解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
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次
の
各
文
の
─
─
を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で
書
け
。

　

⑴　

彼
は
ベ
ン
が
立
つ
の
で
討
論
で
は
負
け
な
い
。

　

⑵　

計
画
の
実
行
に
ア
ン
ウ
ン
が
立
ち
こ
め
る
。

　

⑶　

彼
は
音
楽
の
才
能
で
シ
ン
ド
ウ
と
呼
ば
れ
た
。

　

⑷　

ハ
ク
チ
ュ
ウ
ム
の
よ
う
な
体
験
で
あ
っ
た
。

　

⑸　

師
の
教
え
を
キ
ン
カ
ギ
ョ
ク
ジ
ョ
ウ
と
す
る
。

次
の
各
文
の
─
─
を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。             

　

⑴　

軽
々
し
い
行
い
を
戒
め
る
。

　

⑵　

ひ
ど
い
仕
打
ち
に
憤
慨
す
る
。

　

⑶　

辛
辣
な
言
葉
に
傷
付
い
た
。

　

⑷　

偉
人
の
墓
碑
銘
を
読
む
。

　

⑸　

傲
岸
不
遜
な
態
度
を
改
め
る
。

1

2
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鳥
が
好
き
で
、
心
優
し
い
人
物
で
あ
る
と
評
判
だ
っ
た
金
太
郎
は
、
雨
の
日
も
風
の

日
も
、
毎
日
毎
日
黒
い
雨あ

ま

合が
っ

羽ぱ

を
着
こ
ん
で
ド
ジ
ョ
ウ
や
小
魚
を
水
田
に
運
び
、
静
か

に
こ
の
幼
い
ト
キ
を
見
守
っ
て
い
た
。
ト
キ
は
す
っ
か
り
金
太
郎
に
慣
れ
、
す
ぐ
近
く

ま
で
や
っ
て
き
て
、
そ
の
手
か
ら
直
接
餌
を
も
ら
う
ほ
ど
に
な
っ
て
い
た
。
野
生
の
ト

キ
が
人
間
の
手
か
ら
餌
を
食
べ
た
の
は
、あ
と
に
も
さ
き
に
も
こ
の
幼
鳥
だ
け
で
あ
る
。

幼
鳥
は
健
や
か
に
成
長
し
、
ま
ぶ
し
い
新
雪
の
広
野
に
広
げ
る
羽
は
し
だ
い
に
美
し

い
朱と

鷺き

色い
ろ

を
帯
び
て
き
た
。
こ
の
メ
ス
は
ま
も
な
く
成
鳥
に
な
る
。
す
で
に
捕
獲
済
み

の
オ
ス
の
ト
キ
と
ペ＊

ア
リ
ン
グ
し
、
卵
を
産
ま
せ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
、
と
環
境

庁
は
期
待
を
膨
ら
ま
せ
た
。
⑴
そ
し
て
、
金
太
郎
に
依
頼
し
た
の
だ
―
―
こ
の
人
慣
れ

し
た
ト
キ
の
捕
獲
を
。

こ
ー
い
、
こ
い
こ
い
、
こ
ー
い
。

い
つ
も
の
田＊

端
に
歩
み
出
て
、
虚＊

こ

空く
う

に
向
か
っ
て
呼
べ
ば
、
必
ず
あ
の
ト
キ
は
飛
ん

で
き
た
。
自
分
目
指
し
て
、
自
分
に
会
う
た
め
に
、
一
直
線
に
飛
ん
で
く
る
の
だ
。
金

太
郎
に
は
、
た
だ
た
だ
、
そ
れ
が
嬉う

れ

し
か
っ
た
。

自
分
を
信
じ
て
く
れ
て
い
る
。
そ
う
思
え
ば
、
胸
が
熱
か
っ
た
。

ま
っ
す
ぐ
、
ひ
た
む
き
に
向
か
っ
て
く
る
思
い
。
野
生
の
世
界
に
裏
切
り
な
ど
存
在

し
な
い
。

金
太
郎
は
迷
い
、
悩
ん
だ
。
ト
キ
を
絶
滅
か
ら
救
う
た
め
に
、
観
察
員
の
役
目
を
引

き
受
け
た
も
の
の
、
そ
の
ト
キ
を
捕と

ら

え
て
人
間
の
技
術
で
増
や
そ
う
な
ど
と
は
想
像
も

し
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
実
際
、
限
界
は
も
う
す
ぐ
そ
こ
ま
で
迫
っ
て
い
た
の
だ
。

日
本
の
ト
キ
は
、
深
刻
に
、
絶
滅
の
危
機
に
瀕ひ

ん

し
て
い
る
。
も
は
や
、
一
刻
の
猶
予

も
な
か
っ
た
。

勝
手
な
も
の
だ
、
と
金
太
郎
は
人
間
を
、
人
間
と
し
て
の
自
分
を
な
じ
っ
た
。

た
く
さ
ん
い
る
と
き
は
平
然
と
殺
し
て
お
い
て
、
絶
滅
が
近
い
と
な
る
と
必
死
に
増

や
そ
う
と
す
る
。
人
間
と
は
、
な
ん
て
勝
手
な
生
き
物
な
ん
だ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
最
後
の
一
羽
と
な
る
運
命
の
ト
キ
を
捕
え
る
役
割
が
自
分
に
回
っ
て

こ
よ
う
と
は
、
想
像
も
し
な
か
っ
た
。

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（ 

＊ 

印
の
つ
い
て
い
る
言
葉
に

は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

　

中
学
二
年
生
の
唯ゆ
い

は
、
母
親
の
梓
あ
ず
さ

と
自
然
体
験
学
習
の
た
め
佐さ

渡ど
が

島し
ま

を
訪
れ
た
。

ト
キ
保
護
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
主
催
す
る
努
つ
と
む
に
、
ト
キ
交
流
会
館
へ
と
連
れ
て
こ
ら
れ
る
。

そ
こ
で
、
努
の
息
子
で
あ
る
亮
り
ょ
う

太た

た
ち
と
、
元
ト
キ
保
護
セ
ン
タ
ー
長
の
近ち
か

常つ
ね

の
話
を

聞
く
。

 「
昭
和
五
十
六
年
に
野
生
の
ト
キ
の
全
羽
捕
獲
が
さ
れ
て
、
自
然
界
で
生
き
る
ト
キ

は
い
な
く
な
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
セ
ン
タ
ー
で
生
き
残
っ
た
中
で
、
日
本
の
田
園
に

暮
ら
し
た
こ
と
の
あ
る
ト
キ
は
、
こ
の
キ
ン
が
最
後
で
し
た
。
も
っ
と
も
、
い
ま
は
十

羽
の
ト
キ
が
再
び
田
園
に
暮
ら
し
て
い
る
わ
け
な
ん
だ
け
ど
ね
。」

そ
こ
で
、
ま
た
も
や
手
を
挙
げ
た
の
は
亮
太
だ
っ
た
。

「
あ
の
ー
、
キ
ン
が
捕
獲
さ
れ
た
と
き
の
話
を
聞
か
せ
て
く
だ
さ
い
。」

近
常
は
苦
笑
し
て
い
る
。

「
お
前
も
ほ
ん
と
に
好
き
だ
な
あ
、
亮
太
。
も
う
何
十
回
も
聞
い
た
ん
だ
ろ
？　

で
も

ま
あ
、
こ
こ
に
参
加
さ
れ
て
い
る
み
な
さ
ん
は
ご
存
じ
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
話
し
ま

し
ょ
う
か
。」

そ
う
し
て
、「
最
後
の
ト
キ
」
キ
ン
の
話
が
始
ま
っ
た
。

昭
和
四
十
三
年
、
佐
渡
の
空
に
舞
う
す
べ
て
の
ト
キ
の
数
を
簡
単
に
数
え
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
い
た
頃
。

人
里
近
い
水
田
に
、
一
羽
の
ト
キ
の
幼
鳥
が
現
れ
た
。
不
思
議
な
こ
と
に
、
こ
の
幼

鳥
は
人
間
を
ま
っ
た
く
恐
れ
な
い
。
人
が
す
ぐ
近
く
に
い
て
も
逃
げ
よ
う
と
せ
ず
、
平

然
と
水
田
を
つ
つ
い
て
い
た
。
こ
の
ま
ま
で
は
カ
ラ
ス
や
テ＊

ン
に
捕
食
さ
れ
て
し
ま
う

か
も
し
れ
な
い
、
と
恐
れ
た
環＊

境
庁
は
、
地
元
に
住
む
宇う

治じ

金き
ん

太た

郎ろ
う

に
依
頼
し
て
観
察

員
に
な
っ
て
も
ら
っ
た
。

3
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正し
ょ
う
み
ょ
う
じ

明
寺
と
い
う
地
区
の
「
ト
キ
の
棲す

む
ビ
オ
ト
ー
プ
」
の
野
辺
に
、
梓
と
唯
は
立
っ

て
い
た
。

晴
れ
渡
っ
た
秋
空
を
、
水
を
い
っ
ぱ
い
に
た
た
え
た
鏡
面
の
よ
う
な
浅
沼
が
映
し
出

し
て
い
る
。
彼か

な
た方

に
は
山
影
が
か
す
ん
で
横
た
わ
っ
て
い
る
。
豊
か
に
生
い
茂
る
草
む

ら
と
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
立
ち
上
が
る
カ
ラ
マ
ツ
が
、
と
き
お
り
そ
よ
吹
く
風
に
揺
れ

て
い
る
。

「
こ
こ
は
も
と
も
と
田＊

ん
ぼ
だ
っ
た
ん
け
ろ
も
、
長
い
こ
と
放
置
さ
れ
と
っ
た
ん
だ
よ

ね
。
そ
こ
を
ト
キ
の
餌
場
に
し
よ
う
っ
て
こ
と
で
、
放
鳥
ま
え
に
は
村
人
総
出
で
こ
の

あ
た
り
の
草
刈
り
や
植
栽
を
や
り
ま
し
た
。」

⑶
あ
ぜ
道
に
集
ま
っ
た
三
十
人
近
く
の
前
に
立
っ
て
、
努
が
説
明
を
始
め
た
。

「
野
生
の
ト
キ
が
生
き
て
い
く
た
め
に
は
、
ト
キ
の
餌
に
な
る
ド
ジ
ョ
ウ
や
タ
ニ
シ
が

生
き
て
い
け
る
環
境
を
ま
ず
整
え
な
く
ち
ゃ
な
ら
ん
。
そ
れ
に
、
長
く
伸
び
た
草
む
ら

に
は
ト
キ
は
来
な
い
け
ん
…
…
あ
た
り
を
見
渡
せ
る
場
所
で
ね
え
と
、
あ
の
子
た
ち
は

安
心
し
て
餌
を
食
べ
ら
れ
ね
え
ん
だ
よ
ね
。
…
…
ま
あ
そ
ん
な
わ
け
で
、
草
刈
り
も
し

て
、
た
っ
ぷ
り
栄
養
の
あ
る
土
で
水
路
も
作
っ
た
ん
で
す
。」

蝶ち
ょ
うを

採
る
よ
う
な
長
い
柄
の
つ
い
た
網
を
手
に
し
て
、
努
は
用
水
路
を
指
さ
し
た
。

「
こ
の
泥
の
中
に
ど
ん
な
生
物
が
い
る
か
、
い
ま
か
ら
み
な
さ
ん
に
調
べ
て
も
ら
い
ま

す
。
こ
れ
は
、
と
っ
て
も
重
要
な
調
査
だ
ね
。
な
ぜ
か
っ
て
い
う
と
、
こ
れ
だ
け
い
ろ

ん
な
生
き
物
が
い
ま
し
た
！　

っ
て
結
果
に
な
っ
た
ら
、
ト
キ
も
帰
っ
て
こ
ら
れ
る
よ

う
な
豊
か
な
ビ
オ
ト
ー
プ
に
な
っ
た
、
っ
て
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
か
ら
。」

ビ
オ
ト
ー
プ
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
が
多
数
共
生
す
る
環
境
空
間
の
こ
と
を
意
味

す
る
。
こ
の
村
で
は
、
打
ち
捨
て
ら
れ
て
い
た
水
田
の
跡
地
を
特
に
ト
キ
の
た
め
に
ビ

オ
ト
ー
プ
と
し
て
整
備
し
た
の
だ
。
梓
は
あ
ぜ
道
の
向
こ
う
側
、
こ
ん
も
り
と
小
さ
な

丘
を
眺
め
た
。
ト
キ
交
流
会
館
で
見
た
ビ
デ
オ
映
像
で
は
、
確
か
あ
の
あ
た
り
か
ら
十

羽
の
ト
キ
を
放
鳥
し
た
の
だ
っ
た
。

生
態
調
査
を
始
め
る
ま
え
に
、
子
供
た
ち
は
バ
ケ
ツ
の
中
に
入
っ
て
い
る
生
き
た
ド

ジ
ョ
ウ
や
タ
ニ
シ
や
サ
ワ
ガ
ニ
を
見
た
。
都
会
か
ら
き
た
子
供
た
ち
は
、
初
め
て
見
た

胸
が
ど
う
し
よ
う
も
な
く
高
ま
っ
た
。
眠
れ
な
い
夜
が
続
い
た
。

自
分
が
あ
の
ト
キ
を
捕
え
る
こ
と
は
、
裏
切
り
行
為
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
。

こ
ん
な
に
も
自
分
を
信
頼
し
て
く
れ
て
い
る
あ
の
鳥
を
、
否い

や

応お
う

な
く
自
由
な
空
か
ら

引
き
剝
が
し
て
し
ま
う
の
だ
。

と
う
と
う
、
そ
の
日
が
や
っ
て
き
た
。

金
太
郎
は
、
い
つ
も
の
よ
う
に
黒
い
雨
合
羽
を
着
て
、
餌
を
バ
ケ
ツ
に
入
れ
、
野
辺

に
立
っ
た
。

こ
ー
い
、
こ
い
こ
い
、
こ
ー
い
。

朱
鷺
色
の
翼
が
、
晴
れ
渡
っ
た
青
空
を
か
す
め
て
飛
ん
で
き
た
。
そ
の
瞬
間
が
、
い

と
も
た
や
す
く
や
っ
て
き
た
の
だ
。

金
太
郎
は
藁わ

ら

の
上
に
し
ゃ
が
ん
で
、
震
え
る
手
に
餌
を
握
り
、
そ
っ
と
差
し
出
し
た
。

ト
キ
の
赤
い
顔
が
、こ
ち
ら
を
向
い
て
い
る
。
宝
石
の
粒
の
よ
う
に
澄
ん
だ
目
が
、じ
っ

と
み
つ
め
て
い
る
。

一
歩
、
二
歩
、
三
歩
…
…
ト
キ
が
近
づ
い
て
く
る
。
胸
を
突
き
破
る
ほ
ど
、
心
臓
が

脈
を
打
つ
。

金
太
郎
は
、
翼
を
広
げ
る
よ
う
に
大
き
く
両
腕
を
広
げ
た
。

さ
あ
、
来
い
。
こ
の
腕
の
中
へ
。

お
れ
の
一
生
を
か
け
て
、
お
前
を
守
っ
て
や
る
か
ら
。

そ
う
し
て
「
最
後
の
ト
キ
」
は
、
し
っ
か
り
と
人
間
の
腕
に
抱
か
れ
た
の
だ
っ
た
。

⑵
金
太
郎
の
頰
を
、
大
粒
の
涙
が
、
ひ
と
つ
、
ふ
た
つ
と
流
れ
落
ち
た
。

許
し
て
…
…
許
し
て
お
く
れ
。

声
に
な
ら
な
い
声
で
、
金
太
郎
は
叫
ん
だ
。

腕
の
中
の
命
は
、
と
く
ん
と
く
ん
と
鼓
動
を
打
っ
て
い
る
。
そ
の
静
か
で
美
し
い
旋

律
。
金
太
郎
の
鼓
動
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
、
ふ
た
つ
の
身
体
を
流
れ
て
い
っ
た
。

キ
ン
、
と
名
付
け
ら
れ
た
最
後
の
ト
キ
は
、
そ
の
後
、
佐
渡
の
空
へ
還か

え

る
こ
と
は
な

か
っ
た
。
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〔
問
１
〕⑴
そ
し
て
、
金
太
郎
に
依
頼
し
た
の
だ
―
―
こ
の
人
慣
れ
し
た
ト
キ
の
捕
獲

を
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
前
後
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
「
ト
キ
」
の
様
子
と
し

て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

は
じ
め
は
金
太
郎
を
怖
が
っ
て
い
た
が
、
鳥
好
き
で
優
し
い
人
物
で
あ
る
こ
と
が

分
か
り
、
な
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
。

イ　

幼
鳥
の
と
き
か
ら
人
を
恐
れ
る
こ
と
な
く
、
観
察
員
と
な
っ
た
金
太
郎
の
手
か
ら

餌
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ウ　

地
元
に
住
む
金
太
郎
に
世
話
を
さ
れ
る
う
ち
に
、
他
の
ト
キ
と
同
様
に
人
の
手
か

ら
も
餌
を
食
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

エ　

佐
渡
で
最
後
の
ト
キ
と
し
て
生
ま
れ
、
一
羽
だ
け
生
息
し
て
い
た
が
、
金
太
郎
に

世
話
さ
れ
て
大
き
く
な
っ
た
。

〔
問
２
〕
⑵
金
太
郎
の
頰
を
、
大
粒
の
涙
が
、
ひ
と
つ
、
ふ
た
つ
と
流
れ
落
ち
た
。 

と
あ

る
が
、
ト
キ
を
腕
に
抱
い
た
と
き
の
金
太
郎
の
心
情
を
解
答
欄
に
当
て
は
ま
る

形
で
、
四
十
五
字
以
内
で
書
け
。

小
動
物
に
大
騒
ぎ
だ
。
そ
れ
か
ら
網
を
手
に
、お
っ
か
な
び
っ
く
り
泥
の
中
を
探
っ
た
。

生
ま
れ
て
初
め
て
泥
と
い
う
も
の
に
接
し
て
、
唯
は
何
度
も
足
を
取
ら
れ
そ
う
に

な
っ
て
い
る
。
で
き
る
だ
け
子
供
た
ち
同
士
助
け
合
わ
せ
て
親
は
口
出
し
を
し
な
い
よ

う
に
、
と
言
わ
れ
て
い
た
が
、
梓
は
は
ら
は
ら
し
て
何
度
も
駆
け
寄
り
そ
う
に
な
っ
た
。

し
ば
ら
く
し
て
努
が
、
梓
の
力
の
入
っ
た
肩
を
軽
く
叩た

た

い
て
笑
っ
た
。

「
そ
ん
な
に
心
配
せ
ん
で
も
い
い
っ
ち
ゃ
よ
。
い
っ
ぺ
ん
頭
か
ら
泥
に
突
っ
こ
ん
で
み

た
ら
す
ぐ
に
慣
れ
ま
す
け
ん
。」

ず
い
ぶ
ん
乱
暴
な
こ
と
を
言
わ
れ
て
、梓
は
む
っ
と
し
た
。少
し
語
気
を
強
め
て
返
す
。

「
だ
け
ど
、
あ
の
子
、
こ
ん
な
と
こ
ろ
の
泥
に
触さ

わ

っ
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
野
生
の
ド

ジ
ョ
ウ
な
ん
て
捕
ま
え
た
こ
と
も
な
い
ん
で
す
よ
。」

努
は
、「
あ
あ
、
そ
の
通
り
。」
と
軽
く
い
な
し
た
。

「
放
鳥
さ
れ
た
ト
キ
と
お
ん
な
じ
っ
ち
ゃ
。」

⑷
ど
き
り
と
し
た
。

大
切
に
大
切
に
、
守
り
育
て
ら
れ
た
ト
キ
。
本
物
の
泥
に
も
野
生
の
ド
ジ
ョ
ウ
に
も

触
れ
た
こ
と
が
な
い
ま
ま
、
野
に
放
た
れ
た
の
だ
。（

原
田
マ
ハ
「
斉
唱
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕
テ
ン
―
―
イ
タ
チ
に
似
た
動
物
。

環
境
庁
―
―
現
在
の
環
境
省
の
こ
と
。

ペ
ア
リ
ン
グ
―
―
繁
殖
の
た
め
に
、
動
物
を
つ
が
い
に
す
る
こ
と
。

田
端
―
―
田
ん
ぼ
の
近
く
。

虚こ

空く
う

―
―
何
も
な
い
空
間
。

田
ん
ぼ
だ
っ
た
ん
け
ろ
も
―
―
田
ん
ぼ
だ
っ
た
の
だ
け
れ
ど
も
。
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〔
問
５
〕　

本
文
の
表
現
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は

ど
れ
か
。

ア　

前
半
の
近
常
の
語
り
の
中
で
、
ト
キ
の
外
見
を
あ
え
て
描
写
せ
ず
、
読
者
が
ト
キ

の
鮮
や
か
な
姿
を
想
像
で
き
る
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

イ　

後
半
部
分
で
、
ト
キ
の
姿
を
色
彩
豊
か
に
描
写
す
る
こ
と
は
、
眼
前
に
ト
キ
の
姿

を
見
て
感
動
す
る
梓
の
心
情
を
比
喩
的
に
表
現
し
て
い
る
。

ウ　

前
半
の
近
常
の
語
り
の
中
で
、
金
太
郎
の
心
情
を
臨
場
感
豊
か
に
描
写
し
、
読
者

が
金
太
郎
に
感
情
移
入
で
き
る
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。

エ　

後
半
部
分
で
、努
の
子
ど
も
た
ち
へ
の
言
葉
が
敬
体
に
統
一
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

子
ど
も
を
対
等
に
扱
う
真
摯
な
態
度
を
表
現
し
て
い
る
。　
　

〔
問
３
〕
⑶
あ
ぜ
道
に
集
ま
っ
た
三
十
人
近
く
の
前
に
立
っ
て
、
努
が
説
明
を
始
め

た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
努
」
の
「
説
明
」
の
様
子
と
し
て
最
も
適

切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

ト
キ
の
生
態
や
保
護
活
動
の
内
容
を
的
確
に
説
明
し
つ
つ
、
ト
キ
を
「
あ
の
子
た

ち
」
と
呼
ん
で
ト
キ
へ
の
愛
情
を
に
じ
ま
せ
て
い
る
。

イ　

ト
キ
を
保
護
す
る
た
め
の
環
境
づ
く
り
に
つ
い
て
苦
労
を
語
り
、
村
人
だ
け
で
行

わ
れ
る
保
護
活
動
へ
の
不
満
を
漏
ら
し
て
い
る
。

ウ　

調
査
内
容
を
説
明
し
た
後
に
ト
キ
を
放
鳥
す
る
ビ
デ
オ
映
像
を
見
せ
、
子
ど
も
た

ち
に
調
査
の
意
義
を
分
か
り
や
す
く
伝
え
て
い
る
。

エ　

草
刈
り
や
生
き
物
探
し
を
実
演
し
な
が
ら
説
明
す
る
こ
と
で
、
子
ど
も
た
ち
に
ビ

オ
ト
ー
プ
の
調
査
方
法
を
具
体
的
に
伝
え
て
い
る
。

〔
問
４
〕⑷
ど
き
り
と
し
た
。 

と
あ
る
が
、
な
ぜ
梓
は
こ
の
よ
う
に
反
応
し
た
の
か
、
そ

の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

ト
キ
と
同
様
に
、
自
分
も
ま
た
本
物
の
自
然
に
触
れ
た
こ
と
が
な
い
未
熟
な
存
在

だ
と
分
か
っ
た
か
ら
。

イ　

唯
の
姿
と
ト
キ
が
重
な
り
、
こ
れ
ま
で
唯
を
十
分
に
守
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
た
か
ら
。

ウ　

努
の
平
気
な
態
度
に
よ
っ
て
、
こ
の
後
唯
が
安
全
に
活
動
で
き
る
の
か
む
し
ろ
不

安
を
覚
え
始
め
た
か
ら
。

エ　

唯
を
大
切
に
守
る
だ
け
で
な
く
、
新
し
い
こ
と
を
唯
自
身
に
経
験
さ
せ
る
必
要
性

に
気
づ
か
さ
れ
た
か
ら
。
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で
も
、
日
本
語
で
は
ど
う
な
の
だ
ろ

う
。ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
音
を
表
す
が
、

漢
字
と
は
異
な
り
、
そ
れ
自
体
は
意
味

を
持
た
な
い
。 

英
語
の
読
み
な
ら
音

韻
符
号
化
も
重
要
か
も
し
れ
な
い
が
、

漢
字
を
使
う
中
国
語
や
日
本
語
で
は
違

う
の
で
は
な
い
か
。
実
は
興
味
深
い
こ

と
に
、
読
む
際
の
音
韻
化
の
プ
ロ
セ
ス

は
、
英
語
の
よ
う
な
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

を
使
う
言
語
だ
け
で
な
く
、
中
国
語
や

日
本
語
な
ど
漢
字
を
使
う
言
語
で
も
、

基
本
的
に
は
あ
て
は
ま
る
よ
う
な
の
で

あ
る
（
た
だ
、
日
本
語
の
場
合
、
漢
字

と
仮
名
を
併
用
す
る
た
め
、
事
情
が
少
し
複
雑
に
な
る
。）。
⑵
だ
か
ら
読
む
た
め
の
ス

テ
ッ
プ
と
し
て
、
音
と
表
記
と
の
関
係
を
習
得
す
る
こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。

音
と
表
記
の
関
係
は
、言
語
に
よ
っ
て
違
う
。
た
と
え
ば
、英
語
の
よ
う
な
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
を
使
う
言
語
で
は
、
音
素
と
呼
ば
れ
る
単
位
へ
の
認
識
が
重
要
で
あ
る
。
音
素

と
い
う
用
語
に
馴な

染じ

み
が
な
い
読
者
で
も
、
子し

音い
ん

と
か
母ぼ

音い
ん

と
い
う
言
葉
は
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
音
素
は
子
音
と
母
音
に
分
か
れ
る
。
つ
ま
り
、
子
音
と
母
音
は
音

素
の
種
類
で
あ
る
。
一
方
、日
本
語
の
ひ
ら
が
な
・
カ
タ
カ
ナ
の
読
み
で
は
モ
ー
ラ（
拍
）

と
呼
ば
れ
る
音
節
に
近
い
、少
し
大
き
い
単
位
へ
の
認
識
が
重
要
と
な
る
。
ち
な
み
に
、

音
節
は
音
素
が
一
定
の
規
則
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
た
音
の
単
位
の
一
つ
で
、
私
た
ち
日

本
語
話
者
が
感
覚
的
に
一
つ
の
音
の
単
位
と
し
て
感
じ
て
い
る
も
の
だ
と
考
え
て
よ

い
。音

素
と
音
節
の
概
念
を
す
っ
き
り
さ
せ
る
た
め
に
、
英
語
の
ケ
ー
ス
を
ま
ず
見
て
み

よ
う
。
た
と
え
ば
、 
子
ど
も
がbig

とpig

の
二
つ
の
単
語
を
聞
い
た
と
し
よ
う
。
⑶
図

３-

２
で
示
し
た
よ
う
に
、 big

もpig

も
１
音
節
か
ら
な
る
単
語
で
、
そ
れ
ぞ
れ
オ
ン

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（ 

＊ 

印
の
つ
い
て
い
る
言
葉
に

は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

子
ど
も
は
日
常
生
活
の
中
で
、
多
く
の
音
声
言
語
の
イ
ン
プ
ッ
ト
を
得
な
が
ら
、
そ

の
言
語
で
は
、
ど
ん
な
音
が
使
わ
れ
、
ど
ん
な
音
と
音
と
が
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
か

な
ど
、
音
韻
シ
ス
テ
ム
へ
の
気
づ
き
（
こ
れ
を
音
韻
認
識
と
呼
ぶ
。）
を
深
め
る
。
そ

し
て
、
ど
ん
な
音
の
組
み
合
わ
せ
が
、
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
か
を
理
解
す
る
。
音
と

意
味
と
の
マ＊

ッ
ピ
ン
グ
を
行
う
こ
と
で
、
子
ど
も
は
長
期
記
憶
の
中
に
語
彙
（
心
的
語

彙
な
ど
と
呼
ば
れ
る
。）
を
蓄
積
し
て
い
く
。
さ
ら
に
生
活
の
中
で
、
言
語
音
と
一
緒

に
文
字
に
も
徐
々
に
触
れ
て
い
く
こ
と
で
、
音
と
綴つ

づ

り
と
の
関
係
も
習
得
す
る
。
⑴
音
、

綴
り
、
意
味
の
総
合
マ
ッ
ピ
ン
グ
は
、
心
的
語
彙
の
量
と
質
を
向
上
さ
せ
、
こ
れ
が
単

語
の
認
識
、
ひ
い
て
は
読
解
力
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

会
話
な
ど
、
耳
か
ら
入
っ
て
く
る
音
声
言
語
を
処
理
す
る
の
に
音
韻
認
識
が
大
切
な

の
は
理
解
し
や
す
い
が
、
音
韻
認
識
が
読
む
時
に
も
大
切
な
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
。
そ
の

理
由
を
解
明
す
る
の
に
い
く
つ
か
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
が
、こ
こ
で
は
、

一
番
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
二
重
経
路
説
を
紹
介
し
よ
う
。
二
重
経
路
説
で
は
、
心
的
語

彙
に
ア
ク
セ
ス
す
る
方
法
と
し
て
、
視
覚
か
ら
入
っ
て
き
た
情
報
か
ら
直
接
意
味
に
ア

ク
セ
ス
す
る
方
法
（
視
覚
符
号
化
経
路
）
と
、い
っ
た
ん
音
韻
情
報
に
変
換
し
て
か
ら
、

意
味
に
ア
ク
セ
ス
す
る
方
法
（
音
韻
符
号
化
経
路
）
の
二
つ
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
実
は
、
二
重
経
路
説
の
中
に
も
い
ろ
い
ろ
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
の
だ
が
、
基

本
的
な
考
え
方
を
単
純
化
す
る
と
図
３-

１
の
よ
う
に
表
せ
る
。

英
語
圏
を
中
心
に
進
め
ら
れ
て
き
た
研
究
に
よ
る
と
、
読
む
際
に
も
、
大
部
分
の
場

合
は
、
こ
の
音
韻
符
号
化
経
路
を
経
て
心
的
語
彙
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
と
い
う
。
読

者
の
中
に
は
、
文
字
を
習
い
た
て
の
子
ど
も
が
音
読
す
る
の
は
わ
か
る
が
、
大
人
が
黙

読
す
る
際
に
は
音
韻
化
な
ど
し
て
い
な
い
と
思
う
人
も
多
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の

音
韻
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
大
人
の
場
合
は
自
動
化
し
て
い
る
の
で
、
無
意
識
で
行
わ
れ

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

4

意味

文字 音韻

視覚符号化
経路

意味へのアクセス・ルート

音韻符号化
経路

図 3-1

単語
（例 big）

音節
（big）

A

（b） （ig）

/b/ /i/ /g/

単語
（例 pig）

音節
（pig）

A

（p） （ig）

/p/ /i/ /g/

図 3-2 英単語 big と pig の音韻構造

B

D D D D D D

C B C

図 3-1　意味へのアクセス・ルート
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字
が
一
対
一
で
対
応
し
て
い
る
の
が
基
本
だ
。（
中
略
）
特
殊
音
節
の
例
外
は
あ
る
も

の
の
、
基
本
的
に
は
正＊

書
情
報
と
音
韻
情
報
が
か
な
り
高
い
割わ

り

合あ
い

で
一
致
し
て
い
る
の

で
、
日
本
語
の
仮
名
表
記
は
正
書
深
度
（
音
と
表
記
の
不
一
致
の
度
合
い
）
が
浅
い
表

記
だ
と
い
わ
れ
る
。

英
語
は
音
と
綴
り
と
の
関
係
性
が
複
雑
で
、
正
書
情
報
と
音
韻
情
報
の
一
致
度
が
相

対
的
に
低
い
の
で
、
深
い
表
記
と
い
わ
れ
る
。
英
語
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
26
文
字
か

ら
成
る
が
、
英
語
は
（
二
重
母
音
と
い
わ
れ
る
特
殊
な
も
の
も
含
め
て
）
43
の
音
素
を

持
つ
。
音
素
の
数
に
比
べ
て
、
文
字
の
数
が
圧
倒
的
に
少
な
い
の
だ
。
そ
の
た
め
、
ウ＊

ル
ト
ラ
技
が
必
要
と
な
る
。
２
つ
以
上
の
文
字
で
同
じ
音
を
表
し
た
り
、
同
じ
文
字
の

組
み
合
わ
せ
な
の
に
違
う
発
音
を
表
し
た
り
な
ど
、（
あ
る
程
度
の
ル
ー
ル
は
あ
る
も

の
の
）
複
雑
で
あ
る
。
こ
の
複
雑
さ
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
や
、
ギ
リ
シ
ャ
語
、
ラ
テ
ン
語
、

ド
イ
ツ
語
な
ど
か
ら
の
影
響
を
受
け
た
英
語
の
歴
史
と
も
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
ち
な

み
に
、
へ＊

ブ
ラ
イ
語
も
英
語
と
同
じ
く
深
い
表
記
を
持
つ
言
語
で
あ
る
。

一
般
に
英
語
な
ど
深
い
表
記
を
持
つ
言
語
を
学
ぶ
子
ど
も
は
、
浅
い
表
記
を
持
つ
言

語
を
学
ぶ
子
ど
も
に
比
べ
て
、音
と
表
記
の
関
係
性
を
把
握
す
る
の
に
時
間
が
か
か
る
。

英
語
圏
で
は
、
読
み
に
問
題
を
持
つ
子
ど
も
の
多
く
が
、
ま
ず
、
こ
の
音
韻
符
号
化
の

プ
ロ
セ
ス
で
躓つ

ま
ずい

て
し
ま
う
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
⑷
子
ど
も
が
文
字
を

見
な
が
ら
、
そ
の
発
音
を
聞
け
る
よ
う
な
機
能
の
つ
い
て
い
る
デ
ジ
タ
ル
絵
本
・
物
語

本
は
、
読
み
の
第
一
歩
で
あ
る
音
と
文
字
と
の
結
び
つ
き
を
体
得
す
る
の
に
効
果
的
だ

と
期
待
さ
れ
て
き
た
。

一
方
、
浅
い
表
記
を
持
つ
言
語
で
は
、
音
と
文
字
と
の
関
係
性
の
習
得
は
比
較
的
ス

ム
ー
ズ
に
進
む
。
日
本
語
の
場
合
、
多
く
の
子
ど
も
た
ち
が
、
小
学
校
へ
入
学
す
る
以

前
に
音
と
仮
名
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
日

本
語
の
表
記
は
仮
名
だ
け
で
は
な
い
。
⑸
漢
字
は
数
も
多
い
し
、
日
本
語
の
漢
字
は
複

数
の
発
音
を
持
つ
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る
の
で
、
そ
の
習
得
に
は
長
い
時
間
が
か
か

る
。。視
覚
的
に
も
複
雑
で
音
と
の
結
び
つ
き
も
複
雑
な
漢
字
の
習
得
に
は
、
マ
ル
チ
メ

デ
ィ
ア
は
強
み
を
発
揮
で
き
そ
う
だ
。

セ
ッ
ト
と
呼
ば
れ
る
部
分
と
ラ
イ
ム
と
呼
ば
れ
る
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
オ
ン
セ
ッ
ト

は
、
音
節
内
の
母
音
の
前
に
く
る
子
音
を
指
し
、
音
節
の
残
り
の
部
分
が
ラ
イ
ム
だ
。

こ
のbig

とpig

は
、
ラ
イ
ム
の
部
分
が
同
じ
で
、
最
初
の
オ
ン
セ
ッ
ト
の
部
分/b/

と/p/
の
音
だ
け
が
違
う
こ
と
で
、
違
う
意
味
（
単
語
）
に
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

/b/

と/p/
の
音
を
し
っ
か
り
区
別
す
る
こ
と
がbig

とpig

を
識
別
す
る
た
め
に
重

要
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
そ
の
言
語
で
意
味
の
違
い
を
も
た
ら
す
よ
う
な
最
小
の

音
の
単
位
を
音
素
と
い
う
。

英
語
圏
の
子
ど
も
の
絵
本
や
歌
に
は
ラ
イ
ム
を
踏
ん
で
い
る
も
の
が
多
い
が
、
そ
れ

は
ラ
イ
ム
を
踏
ん
だ
絵
本
や
歌
に
触
れ
る
こ
と
で
、
音
素
へ
の
認
識
を
促
す
こ
と
が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
デ
ジ
タ
ル
絵
本
・
物
語
本
で
、
文
字
に
ハ＊

イ
ラ
イ
ト
を
し
な
が
ら
、

そ
の
部
分
の
音
声
を
一
緒
に
流
す
（
読
み
上
げ
る
）
よ
う
な
機
能
が
つ
い
て
い
る
も
の

は
、
子
ど
も
の
音
韻
認
識
を
高
め
、
音
と
綴
り
と
の
関
係
性
の
理
解
の
促
進
を
狙
っ
て

い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

一
方
、
日
本
語
の
仮か

名な

（
ひ
ら

が
な
・
カ
タ
カ
ナ
）の
場
合
は
モ
ー

ラ
（
拍
）
を
基
礎
単
位
と
し
て
い

る
。
モ
ー
ラ
は
、
リ
ズ
ム
や
イ
ン

ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
音
律
的
特
徴

に
注
目
し
た
時
の
単
位
で
、
音
素

の
組
み
合
わ
せ
で
あ
る
音
節
と
は

厳
密
に
い
う
と
同
じ
で
は
な
い
の

だ
が
、
ほ
ぼ
似
た
よ
う
な
も
の
と

考
え
て
よ
い
。
日
本
語
の「
ぶ
た
」

は
２
音
節
の
単
語
で
、「
ぶ
」
と

「
た
」
と
い
う
２
つ
の
仮
名
文
字

で
表
記
さ
れ
る
。
日
本
語
の
仮
名

表
記
は
、
こ
の
よ
う
に
音
節
と
文

意味

文字 音韻

視覚符号化
経路

意味へのアクセス・ルート

音韻符号化
経路

図 3-1

単語
（例 big）

音節
（big）

A

（b） （ig）

/b/ /i/ /g/

単語
（例 pig）

音節
（pig）

A

（p） （ig）

/p/ /i/ /g/

図 3-2 英単語 big と pig の音韻構造

B

D D D D D D

C B C

図 3-2　英単語 big と pig の音韻構造
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〔
問
２
〕⑵
だ
か
ら
読
む
た
め
の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
音
と
表
記
と
の
関
係
を
習
得
す
る

こ
と
が
大
切
に
な
っ
て
く
る
。 

と
あ
る
が
、こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

大
人
に
な
る
と
意
味
の
認
識
に
音
声
は
不
要
だ
が
、
子
ど
も
の
頃
は
、
基
本
的
に

文
字
情
報
と
音
声
を
一
緒
に
理
解
す
る
こ
と
で
、
語
彙
は
増
え
る
か
ら
。

イ　

読
む
と
き
に
は
、
多
く
の
場
合
年
齢
や
言
語
の
種
類
に
か
か
わ
ら
ず
、
文
字
情
報

を
い
っ
た
ん
は
音
声
に
変
換
し
、
そ
れ
か
ら
意
味
を
理
解
し
て
い
る
か
ら
。

ウ　

漢
字
と
仮
名
を
使
う
日
本
語
で
は
、
文
字
情
報
を
音
声
に
変
換
し
て
意
味
を
理
解

す
る
だ
け
で
な
く
、
文
字
か
ら
直
接
意
味
を
認
識
す
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
。

エ　

音
を
表
す
文
字
を
用
い
る
言
語
で
は
、
文
字
を
音
声
に
変
え
て
認
識
し
、
文
字
に

意
味
が
含
ま
れ
る
言
語
の
場
合
は
、
そ
の
ま
ま
意
味
を
認
識
す
る
か
ら
。

〔
問
３
〕
⑶
図
３-

２
で
示
し
た
よ
う
に
、 

と
あ
る
が
、
本
文
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
場
合
、

図
３-

２
の
空
欄
部
Ａ
～
D
に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
の

は
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

Ａ　

音
素　

B　

ラ
イ
ム　
　
　

C　

オ
ン
セ
ッ
ト　

D　

音
節

イ　

Ａ　

音
節　

B　

ラ
イ
ム　
　
　

C　

オ
ン
セ
ッ
ト　

D　

音
素

ウ　

Ａ　

音
素　

B　

オ
ン
セ
ッ
ト　

C　

ラ
イ
ム　
　
　

D　

音
節

エ　

Ａ　

音
節　

B　

オ
ン
セ
ッ
ト　

C　

ラ
イ
ム　
　
　

D　

音
素

（
バ
ト
ラ
ー
後
藤
裕
子
「
デ
ジ
タ
ル
で
変
わ
る
子
ど
も
た
ち
」
に
よ
る
）

〔
注
〕
マ
ッ
ピ
ン
グ
―
―
地
図
又
は
地
図
状
の
図
表
を
作
る
こ
と
。

ハ
イ
ラ
イ
ト
―
―
明
る
く
し
て
目
立
た
せ
る
こ
と
。

正
書
―
―
こ
こ
で
は
表
記
の
こ
と
。

ウ
ル
ト
ラ
技
―
―
こ
こ
で
は
変
則
的
な
方
法
の
こ
と
。

ヘ
ブ
ラ
イ
語
―
―
イ
ス
ラ
エ
ル
国
の
公
用
語
。

〔
問
１
〕
⑴
音
、
綴
り
、
意
味
の
総
合
マ
ッ
ピ
ン
グ
は
、
心
的
語
彙
の
量
と
質
を
向
上

さ
せ
、
こ
れ
が
単
語
の
認
識
、
ひ
い
て
は
読
解
力
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
く
の

で
あ
る
。 

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の

を
選
べ
。

ア　

子
ど
も
は
成
長
す
る
過
程
で
触
れ
る
言
語
の
音
韻
を
把
握
し
、
文
字
を
理
解
し
て

い
く
が
、
文
字
の
認
識
が
あ
っ
て
初
め
て
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

子
ど
も
は
言
語
を
習
得
す
る
に
あ
た
っ
て
、
文
字
習
得
に
よ
っ
て
言
葉
の
意
味
を

理
解
す
る
こ
と
は
な
い
が
、
音
韻
認
識
を
深
め
る
こ
と
で
意
味
を
理
解
で
き
る
よ
う

に
な
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

子
ど
も
は
言
語
を
習
得
す
る
と
き
に
は
、
音
韻
認
識
を
深
め
、
音
と
意
味
と
の
つ

な
が
り
を
理
解
し
て
い
き
、
そ
の
上
で
文
字
と
そ
れ
ら
と
の
組
み
合
わ
せ
を
理
解
し

て
い
く
と
い
う
こ
と
。

エ　

子
ど
も
が
言
語
を
習
得
す
る
際
に
、
心
的
語
彙
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
音

韻
認
識
を
深
め
て
い
き
、
そ
れ
か
ら
言
語
音
と
文
字
の
関
わ
り
方
へ
の
理
解
を
深
め

て
い
く
と
い
う
こ
と
。
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〔
問
４
〕
⑷
子
ど
も
が
文
字
を
見
な
が
ら
、
そ
の
発
音
を
聞
け
る
よ
う
な
機
能
の
つ
い
て

い
る
デ
ジ
タ
ル
絵
本
・
物
語
本
は
、
読
み
の
第
一
歩
で
あ
る
音
と
文
字
と
の
結

び
つ
き
を
体
得
す
る
の
に
効
果
的
だ
と
期
待
さ
れ
て
き
た
。 

と
あ
る
が
、
そ
れ

は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
用
い
た
言
語
は
、
音
と
表
記
の
関
係
性
が
複
雑
で
分
か
り
づ

ら
い
た
め
、
文
字
を
見
な
が
ら
同
時
に
音
声
が
聞
け
る
デ
ジ
タ
ル
絵
本
・
物
語
本
は
、

音
と
表
記
の
関
係
性
を
理
解
す
る
こ
と
を
助
け
る
か
ら
。

イ　

文
字
よ
り
音
素
の
数
が
多
い
英
語
で
は
、文
字
と
音
素
の
関
係
性
が
複
雑
な
た
め
、

イ
ラ
ス
ト
に
よ
っ
て
文
字
と
音
素
の
関
係
性
を
補
う
デ
ジ
タ
ル
絵
本
・
物
語
本
は
、

音
と
表
記
と
の
関
係
性
を
理
解
す
る
こ
と
を
助
け
る
か
ら
。

ウ　

音
と
表
記
が
比
較
的
一
致
す
る
英
語
な
ど
の
言
語
は
、
子
ど
も
が
音
と
表
記
の
関

係
性
を
把
握
し
づ
ら
い
た
め
、
音
声
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
デ
ジ
タ
ル
絵
本
・
物
語

本
は
、
音
と
表
記
の
関
係
性
を
理
解
す
る
こ
と
を
助
け
る
か
ら
。

エ　

様
々
な
言
語
の
影
響
を
受
け
た
英
語
は
、
音
と
綴
り
の
関
係
が
一
対
一
で
対
応
し

て
い
る
た
め
、
音
声
を
聞
き
な
が
ら
文
字
が
読
め
る
デ
ジ
タ
ル
絵
本
・
物
語
本
は
、

音
と
表
記
と
の
関
係
性
を
理
解
す
る
こ
と
を
助
け
る
か
ら
。

〔
問
５
〕
⑸
漢
字
は
数
も
多
い
し
、
日
本
語
の
漢
字
は
複
数
の
発
音
を
持
つ
も
の
が
大
部

分
を
占
め
る
の
で
、
そ
の
習
得
に
は
長
い
時
間
が
か
か
る
。 

と
あ
る
が
、
複
数

の
発
音
を
持
つ
漢
字
の
習
得
に
は
ど
の
よ
う
な
学
習
方
法
が
有
効
だ
と
あ
な
た

は
考
え
る
か
。
本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
、
二
百
四
十
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、 

、
や 

。
や
「
な
ど
の
ほ
か
、
書
き
出
し
や
改
行
の
際
の
空
欄
も
そ
れ
ぞ
れ
字

数
に
数
え
よ
。
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Ａ　

宇
治
川
の
瀬
々
の
し
き
波
し
く
し
く
に
妹
は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も

（
巻
十
一
・
二
四
二
七
、
同
）

宇
治
川
の
瀬
の
あ
ち
こ
ち
に
重
な
っ
て
立
つ
波
の
よ
う
に
し
き
り
に
…
…

B　

大
船
に
葦

＊
あ
し

荷に

刈
り
積
み
し
み
み
に
も
妹
は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も

（
巻
十
一
・
二
七
四
八
）

大
き
な
船
に
葦
の
荷
を
刈
り
積
み
、
そ
れ
が
た
っ
ぷ
り
で
あ
る
よ
う
に
…
…

C　

駅
＊
は
ゆ
ま

路ぢ

に
引
き
舟
渡
し
直た

だ

乗
り
に
妹
は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も（

巻
十
一
・
二
七
四
九
）

早
馬
が
通
る
道
か
ら
、
綱
を
引
い
て
川
を
渡
る
船
を
渡
す
よ
う
に
一
直
線
に
…
…

D　

い
ざ
り
す
る
海あ

人ま

の
梶か

じ

の
音
ゆ
く
ら
か
に
妹
は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も

（
巻
十
二
・
三
一
七
四
）

漁
を
す
る
海
人
の
船
を
漕こ

ぐ
梶
の
音
が
ゆ
っ
く
り
し
て
い
る
よ
う
に
…
…

今
な
ら
ば
、
す
ぐ
「
盗
作
」
の
声
が
上
が
り
そ
う
で
す
が
、
二
七
四
八
と
二
七
四
九

が
連
続
し
て
載
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
似
た
歌
が
あ
る
の
は
全
然
悪
い
こ
と
と
は
考

え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
作
者
不
明
の
歌
を
一
言
一
句
変
え
ず
に
自
分

の
歌
と
し
た
例
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
だ
い
た
い
編
者
と
言
わ
れ
る
大お

お
と
も
の
や
か
も
ち

伴
家
持
の
歌

か
ら
し
て
、『
万
葉
集
』
の
他
の
歌
と
の
類
句
・
類
歌
関
係
が
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
そ

の
た
め
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
、
家
持
の
歌
の
評
価
は
大
変
低
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の

で
す
が
、
そ
れ
を
模
倣
と
呼
ぶ
よ
り
、
私
た
ち
と
万
葉
び
と
の
間
に
、
歌
と
い
う
も
の

の
帰
属
に
関
し
て
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

和
歌
は
、「
一
人
称
の
文
学
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
自
分
の
心
情
を
表
現
す

る
も
の
で
、『
万
葉
集
』
に
は
、
平
安
時
代
以
後
の
和
歌
と
比
較
し
て
も
、
ワ
レ
と
い

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（ 

＊ 

印
の
つ
い
て
い
る
言
葉
に

は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

平
安
時
代
か
ら
中
世
に
か
け
て
の
物
語
と
か
説
話
だ
と
か
は
、
作
者
や
書
き
手
が
誰

だ
か
わ
か
ら
な
い
の
が
普
通
で
す
。
和
歌
で
も
「
よ＊

み
人
し
ら
ず
」
の
歌
は
、『
古
今

和
歌
集
』
で
全
体
の
四
割
を
超
え
、『
万
葉
集
』
で
は
、四
千
五
百
余
首
中
、約
半
分
が
、

原
則
と
し
て
作
者
を
記
さ
な
い
巻
に
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
⑴
古
代
の
和
歌
に
は
、
類
句
・
類
歌
と
い
う
現
象
が

あ
り
ま
す
。 

例
え
ば
、『
万
葉
集
』
に
は
、「
妹い

も

は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も
」（
愛い

と

し
い

女
が
、
心
の
上
に
乗
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
忘
れ
ら
れ
な
い
。）
を
下し

も
の

句く

と
し
て
共
有

し
、
上か

み
の

句く

に
様
々
な
序

＊
じ
ょ

詞こ
と
ばを

置
い
て
、
そ
の
心
の
さ
ま
を
表
現
す
る
歌
々
が
、
七
世

紀
半
ば
の
「
初
期
万
葉
」
の
時
代
か
ら
、
八
世
紀
の
奈
良
時
代
に
至
る
ま
で
、
た
く
さ

ん
見
ら
れ
ま
す
。

　

東あ
づ

人ま
と

の
荷の

前さ
き

の
箱
の
荷に

の
緒を

に
も
妹
は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も

（
巻
二
・
一
〇
〇
、
久く

め
の米

禅ぜ
ん

師じ

）

東
国
の
民
が
献
上
す
る
初
穂
を
入
れ
た
箱
の
荷
の
紐ひ

も

が
厳
重
に
く
く
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
…
…

　

春
さ
れ
ば
し
だ
り
柳
の
と
を
を
に
も
妹
は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も

（
巻
十
・
一
八
九
六
、
柿か

き
の
も
と
の
ひ
と
ま
ろ

本
人
麻
呂
歌
集
）

春
に
な
る
と
芽
吹
い
て
し
だ
れ
柳
の
枝
が
た
わ
わ
に
垂
れ
る
よ
う
に
…
…

5
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有
し
、
伝
統
に
則の

っ
とる
こ
と
を
、
先
人
の
残
り
か
す
を
舐な

め
る
よ
う
な
も
の
と
非
難
し
、

そ
れ
が
受
け
入
れ
ら
れ
て
、
近
代
で
は
個
の
要
素
や
独
自
性
ば
か
り
が
重
視
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
す
が
―
―
子
規
は
『
古
今
集
』
を
下
ら
な
い
と
攻
撃
し
、『
万
葉
集
』

尊
重
を
説
い
た
の
で
す
が
、
そ
の
類
型
性
に
は
注
意
し
ま
せ
ん
で
し
た
―
―
、
⑷
そ
の

価
値
観
で
古
典
和
歌
を
裁
断
す
る
の
は
、
も
う
誤
り
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。 

考
え

て
み
れ
ば
、
心
情
表
現
も
、
受
け
手
に
共
感
さ
れ
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
の
で
す
か
ら
、

作
り
手
個
人
だ
け
で
な
く
、
受
け
手
を
含
め
た
集
団
・
社
会
を
勘
定
に
入
れ
て
考
え
る

の
は
当
然
な
の
で
す
。

（
鉄
野
昌
弘
「
歌
謡
の
仕
組
み
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕
よ
み
人
し
ら
ず
―
―
和
歌
を
詠
ん
だ
人
が
誰
か
分
か
ら
な
い
こ
と
。

序じ
ょ

詞こ
と
ば―

―
和
歌
な
ど
で
、
あ
る
語
句
を
導
き
出
す
た
め
に
、
そ
の
前
に
置
か

れ
る
語
句
。

葦あ
し

荷に

―
―
刈
り
取
っ
た
葦
を
束
ね
た
積
み
荷
。
葦
は
水
辺
に
生
え
る
草
の
こ

と
。

駅は
ゆ
ま
ぢ路

―
―
役
人
や
公
用
の
旅
行
者
の
た
め
の
馬
が
通
る
道
。

鈴す
ず

木き

日ひ

出で

男お

―
―
国
文
学
の
研
究
者
。

記
紀
歌
謡
―
―
『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
に
記
載
さ
れ
た
詩
歌
。

営
為
―
―
営
み
・
行
為
。

歌
会
―
―
複
数
人
で
和
歌
を
詠
み
合
う
会
。

歌う
た

合あ
わ
せ―
―
複
数
人
で
和
歌
の
優
劣
を
競
い
合
う
会
。

う
言
葉
の
使
用
率
が
よ
り
高
い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
表
現
は
、
む

し
ろ
多
数
に
共
有
さ
れ
る
も
の
な
の
で
す
。

 
鈴

＊
す
ず

木き

日ひ

出で

男お

氏
は
、
そ
う
し
た
類
歌
性
は
、
原
始
的
な
村
落
を
し
の
ば
せ
る
よ
う
な

没
個
性
的
な
言
葉
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
単
に
原
始
共
同
体
の
名
残
な
ど
と
理
解
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
と
言
い
ま
す
。
万
葉
和
歌
よ
り
古
い
は
ず
の
記＊

紀
歌
謡
に
は
、
そ
う

し
た
類
歌
性
は
見
ら
れ
な
い
し
、
万
葉
和
歌
と
の
間
に
も
歌
詞
の
共
通
性
は
⑵
認
め
ら

れ
な
い
。 

類
歌
は
、
誰
し
も
が
詠
歌
の
営＊

為
に
参
加
で
き
る
た
め
の
共
通
の
形
式
で
あ

り
、
人
々
が
自
在
に
歌
を
詠よ

む
た
め
の
表
現
形
式
な
の
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
『
万
葉

集
』
で
は
、
時
代
が
下
る
ほ
ど
に
か
え
っ
て
類
歌
性
が
濃
密
に
な
っ
て
ゆ
く
、
と
説
き

ま
す
。

な
る
ほ
ど
、「
妹
は
心
に
乗
り
に
け
る
か
も
」
な
ど
と
下
句
が
決
ま
っ
て
い
れ
ば
、

誰
で
も
簡
単
に
和
歌
が
作
れ
る
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、「
心
に
乗
る
」
さ
ま
が
ず
っ
し

り
と
重
い
と
表
現
す
る
の
な
ら
ば
、「
街
道
に
唸う

な

る
ダ
ン
プ
の
過
積
載
」
と
か
、
そ
れ

ら
し
い
上
句
を
ア
レ
ン
ジ
す
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
自
分
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
和
歌
が
出
来
る

仕
掛
け
で
す
。

鈴
木
氏
は
、
記
紀
歌
謡
か
ら
万
葉
和
歌
へ
、
歌
謡
を
支
え
る
集
団
か
ら
和
歌
を
詠
む

個
へ
、
と
い
う
従
来
の
見
方
を
疑
問
視
し
ま
す
。
記
紀
歌
謡
が
宮
廷
儀
礼
と
結
び
つ
い

て
整
備
さ
れ
る
時
期
と
、
万
葉
和
歌
が
宮
廷
社
会
を
中
心
に
急
速
に
発
達
す
る
時
期
と

は
重
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
⑶
和
歌
が
歌
謡
を
駆
逐
し
な
が
ら
成
立
し
た
と
み
る
だ

け
で
は
正
し
く
な
い
、 

と
言
う
の
で
す
。

日
本
の
詩
歌
で
は
、
集
団
と
個
と
が
、
徹
底
的
に
対
立
し
合
う
の
で
は
な
く
、
ど
こ

か
で
連
続
性
を
保
ち
な
が
ら
緊
張
関
係
を
結
ん
で
お
り
、
集
団
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
か
え
っ
て
個
が
鮮
明
に
な
る
。
時
代
と
と
も
に
個
の
要
素
ば
か
り
が
強
ま
っ
て
ゆ

く
の
で
は
な
く
、
歌＊

会
や
歌

＊
う
た

合あ
わ
せが
発
達
し
、
あ
る
い
は
連
歌
や
俳
諧
（
連
句
）
が
新
し

い
詩
形
と
し
て
考
案
さ
れ
る
よ
う
に
、
絶
え
ず
集
団
性
と
の
関
わ
り
の
な
か
で
、
緊
張

的
な
詩
性
が
保
た
れ
て
き
た
、
と
い
う
鈴
木
氏
の
見
通
し
は
魅
力
的
で
す
。

正ま
さ

岡お
か

子し

規き

が
、「
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
」（
一
八
九
八
）
で
、
古
典
和
歌
が
表
現
を
共
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〔
問
３
〕⑶
和
歌
が
歌
謡
を
駆
逐
し
な
が
ら
成
立
し
た
と
み
る
だ
け
で
は
正
し
く
な
い
、

と
鈴
木
氏
が
述
べ
る
の
は
な
ぜ
か
。最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

記
紀
歌
謡
も
万
葉
和
歌
も
、
宮
廷
内
で
発
展
す
る
時
期
は
重
な
っ
て
お
り
、
集
団

と
個
と
の
徹
底
的
な
対
立
が
同
じ
時
代
に
起
こ
っ
て
い
た
は
ず
だ
か
ら
。

イ　

記
紀
歌
謡
も
万
葉
和
歌
も
、
宮
廷
内
で
発
展
す
る
時
期
は
重
な
っ
て
お
り
、
互
い

に
影
響
し
あ
っ
て
宮
廷
の
制
度
を
支
え
て
き
た
と
み
る
べ
き
だ
か
ら
。

ウ　

記
紀
歌
謡
も
万
葉
和
歌
も
、
宮
廷
内
で
発
展
す
る
時
期
は
重
な
っ
て
お
り
、
宮
廷

の
発
展
と
と
も
に
む
し
ろ
集
団
の
要
素
が
強
く
な
る
と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
。

エ　

記
紀
歌
謡
も
万
葉
和
歌
も
、
宮
廷
内
で
発
展
す
る
時
期
は
重
な
っ
て
お
り
、
集
団

か
ら
個
が
独
立
す
る
形
で
和
歌
が
発
達
し
た
と
は
言
い
切
れ
な
い
か
ら
。

〔
問
４
〕⑷
そ
の
価
値
観
で
古
典
和
歌
を
裁
断
す
る
の
は
、
も
う
誤
り
と
言
っ
て
い
い
で

し
ょ
う
。 

と
あ
る
が
、
そ
の
価
値
観
と
は
な
に
か
。
解
答
欄
に
当
て
は
ま
る
形

で
本
文
中
か
ら
十
字
以
内
で
抜
き
出
せ
。

〔
問
５
〕　

そ
の
心
の
さ
ま
を
表
現
す
る
歌
々
が
、
七
世
紀
半
ば
の
「
初
期
万
葉
」
の
時

代
か
ら
、
八
世
紀
の
奈
良
時
代
に
至
る
ま
で
、
た
く
さ
ん
見
ら
れ
ま
す
。
と
あ

る
が
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ
た
和
歌
Ａ
～
D
の
う
ち
、
和
歌
の
作
者
の
愛
す

る
女
性
の
存
在
が
、
厚
み
と
重
み
で
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
最
も
適

切
な
も
の
を
選
べ
。
な
お
、
解
答
の
際
に
は
、
和
歌
Ａ
～
D
の
現
代
語
訳
を

参
考
に
す
る
こ
と
。

〔
問
１
〕⑴
古
代
の
和
歌
に
は
、類
句
・
類
歌
と
い
う
現
象
が
あ
り
ま
す
。 

と
あ
る
が
、「
類

句
・
類
歌
と
い
う
現
象
」
の
特
徴
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か

ら
選
べ
。

ア　

他
者
の
和
歌
の
表
現
を
用
い
る
た
め
に
は
、
和
歌
に
関
す
る
豊
か
な
教
養
が
必
要

と
な
る
の
で
、
和
歌
が
限
ら
れ
た
人
々
の
文
化
に
な
る
と
い
う
特
徴
。

イ　

人
々
が
、
共
通
す
る
言
葉
を
含
ん
だ
和
歌
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
の
和
歌

を
自
分
の
歌
と
す
る
こ
と
に
抵
抗
感
が
な
く
な
る
と
い
う
特
徴
。

ウ　

共
通
す
る
表
現
を
使
っ
た
上
で
、
和
歌
の
一
部
を
創
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誰

で
も
簡
単
か
つ
自
由
に
和
歌
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
特
徴
。

エ　

は
じ
め
に
独
創
的
な
言
葉
を
創
作
し
、
そ
の
後
に
共
通
の
表
現
を
和
歌
で
使
用
す

る
こ
と
で
、
豊
か
な
心
情
を
簡
単
に
表
現
で
き
る
と
い
う
特
徴
。

〔
問
２
〕⑵
認
め
ら
れ
な
い
。 

の
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち

か
ら
選
べ
。

ア　

容
認
さ
れ
な
い
。

イ　

確
認
さ
れ
な
い
。

ウ　

公
認
さ
れ
な
い
。

エ　

承
認
さ
れ
な
い
。



国
　
　
　
語

（4ー八）

4̶

八

国
　
　
語

１
　
問
題
は
　
　
か
ら
　
　
ま
で
で
、
12
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　
ま
た
、
解
答
用
紙
は
両
面
に
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

２
　
検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
分
で
す
。

３
　
声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

４
　
答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、　
解
答
用
紙

　
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

５
　
答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ

　
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
答
え
に
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
、
や 

。
や「
な
ど
も
そ
れ

　
ぞ
れ
一
字
と
数
え
な
さ
い
。

６
　
答
え
は
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

７
　
答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

８
　
受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の
　
　 

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

９
　
解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

1

5

注
　
　
　
意




