
国　
　
　

語

１　

問
題
は 　
　

か
ら 　
　

ま
で
で
、
17
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　

初
日
の
出
を
オ
ガ
む
。

　

⑵　

工
場
の
ソ
ウ
ギ
ョ
ウ
時
間
を
短
縮
し
た
。

　

⑶　

歴
史
の
学
習
の
た
め
に
城
下
町
を
タ
ン
ボ
ウ
し
た
。

　

⑷　

彼
は
カ
タ
イ
ジ
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。

　

⑸　

た
く
さ
ん
の
人
か
ら
助
言
を
も
ら
い
タ
キ
ボ
ウ
ヨ
ウ
に
な
っ
て
し
ま
う
。

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

　

⑴　

潮
が
干
る
と
暗
礁
が
見
え
る
。

　

⑵　

彼
は
崇
高
な
精
神
の
持
ち
主
だ
。

　

⑶　

腰
の
鈍
痛
が
治
っ
た
。

　

⑷　

大
臣
が
更
迭
さ
れ
る
。

　

⑸　

い
つ
で
も
率
先
垂
範
を
こ
こ
ろ
が
け
る
。

1

2
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ら
、
も
う
唸う

な

り
声
が
す
る
。
洞
の
つ
い
入
口
ま
で
来
た
。
ウ
オ
ー
、
ウ
オ
ー
、
美う

味ま

そ
う
な
子
を
入
口
の
幅
が
狭
い
た
め
食
え
な
い
の
を
怒
っ
て
彼
は
盛さ

か
ん

に
唸
り
つ
つ

嗅か

ぎ
廻ま

わ

る
。
⑵
私
は
段
々
本
気
に
な
り
、抱
い
て
い
る
子
に「
大
丈
夫
よ
、大
丈
夫
よ
」

と
囁さ

さ
や

く
。 

太
っ
た
も
う
一
人
の
弟
は
被か

ぶ

っ
た
羽は

織お
り

の
下
で
四
足
で
這は

い
な
が
ら
自

分
が
本
当
の
虎
に
な
っ
た
よ
う
な
威
力
に
快
く
酔
う
。

　

そ
ん
な
こ
と
を
し
て
遊
ぶ
部
屋
の
端
が
、
一
畳
板い
た

敷じ
き

に
な
っ
て
い
た
。
三
尺
の
窓

が
低
く
明
い
て
い
る
。
壁
に
よ
せ
て
長＊

火
鉢
が
置
い
て
あ
る
が
、
小
さ
い
子
が
三
人

並
ぶ
ゆ
と
り
は
た
っ
ぷ
り
あ
る
。
柿
の
花
が
散
る
頃
だ
。
雨
は
屡し

ば

々し
ば

降
っ
た
と
思
う
。

⑶
余
り
降
ら
れ
る
と
、
子
供
等ら

の
心
に
も
湿
っ
ぽ
さ
が
沁し

み
て
来
る
。 

ぼ
ん
や
り
格こ

う

子し

に
額
を
押
し
つ
け
て
、
雨
水
に
浮
く
柿
の
花
を
見
て
い
る
。
い
つ
ま
で
も
雨
が
降

り
、
い
つ
ま
で
も
沢
山
の
壺つ

ぼ

の
よ
う
な
柿
の
花
が
漂
っ
て
い
る
か
ら
、
子
供
達た

ち

も
い

つ
ま
で
も
そ
れ
を
見
て
い
る
。
風
が
パ
ラ
パ
ラ
パ
ラ
と
雨
を
葉
に
散
ら
す
。
浅
い
池

の
よ
う
な
水
の
面
に
一
つ
、
二
つ
、
あ
と
つ
づ
け
て
ま
た
柿
の
花
が
こ
ぼ
れ
る
。
一

つ
の
花
か
ら
ス
ー
と
波
紋
が
ひ
ろ
が
る
。
こ
ち
ら
の
花
か
ら
も
ス
ー
と
。
二
つ
の
波

紋
が
ひ
ょ
っ
と
触
り
合
っ
て
、
と
け
合
っ
て
、
一
緒
に
前
よ
り
大
き
く
ひ
ろ
が
っ
て

行
く
。
水
の
独こ

ま楽
、
音
の
し
な
い
独
楽
。
一
心
に
眺
め
入
っ
て
い
る
子
供
の
心
は
ひ

き
込
ま
れ
、
波
紋
と
一
緒
に
ぼ
う
っ
と
ひ
ろ
が
る
。
何ど

こ処
か
わ
か
ら
な
い
と
こ
ろ
へ

い
い
気
持
ち
に
ひ
ろ
が
っ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
―
―
水
だ
っ
て
子
供
だ
っ
て
何
処
へ

ひ
ろ
が
る
の
か
、
何
の
た
め
に
ひ
ろ
が
る
か
知
り
は
し
な
い
。
子
供
は
そ
の
ま
ま
い

つ
か
眠
る
。

　

窓
の
あ
る
そ
の
部
屋
と
、
台
所
の
方
は
―
―
客
間
や
玄
関
を
引ひ

っ

く
る
め
て
―
―

別
々
の
翼＊

で
あ
っ
た
。
二
つ
の
翼
は
廊
下
で
つ
な
が
れ
て
い
る
。
間
に
、
長
方
形
の

空あ
き

地ち

が
あ
っ
た
。
そ
の
空
地
は
、
家
々
が
茅か

や

屋や

根ね

を
い
た
だ
い
て
い
た
時
分
で
な
け

れ
ば
な
い
よ
う
な
種
類
の
空
地
で
あ
っ
た
。
三
方
建
物
の
羽
目
で
ふ
さ
が
れ
、
一
方

だ
け
、裏
庭
に
つ
づ
い
て
い
る
。
裏
庭
と
畑
と
は
木
戸
と
竹
垣
で
仕
切
ら
れ
て
い
る
。

次
の
文
章
は
、
大
正
、
昭
和
の
作
家
、
宮み

や

本も
と

百ゆ

合り

子こ

が
自
身
の
幼
少
期
を
回
想

し
て
書
い
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（ 

＊ 

印

の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

　

空
が
荒あ
れ

模
様
に
な
り
、
不
機
嫌
な
風
が
ザ
ワ
ザ
ワ
葉
を
鳴
ら
し
出
す
と
、
私
の
内

に
あ
る
未
開
な
原
始
的
な
何
も
の
か
が
不
可
抗
の
力
で
呼
び
さ
ま
さ
れ
る
。
⑴
凝じ

っ

と
机
に
つ
い
て
知
ら
ぬ
振ふ

り

な
ど
し
て
い
ら
れ
な
い
。 

私
は
き
っ
と
梢こ

ず
え

の
見
え
る
と

こ
ろ
ま
で
出
か
け
、
空
を
眺
め
、
風
に
吹
か
れ
、
痛
快
な
お
ど
ろ
き
と
こ
わ
さ
を
一

心
に
吸
い
込
も
う
と
す
る
。
今
日
も
、
椽え

ん

側が
わ

の
硝が

ら
す子

を
す
か
し
、
眼め

を
細
く
し
て
外

界
の
荒
れ
を
見
物
し
て
い
る
う
ち
に
、
ふ
と
、
子
供
の
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
。

　

子
供
と
い
う
も
の
は
い
つ
も
珍
し
い
こ
と
が
好
き
な
も
の
だ
。晴
れ
た
日
が
続
く
、

一
日
、
目
が
さ
め
て
雨
が
降
っ
て
い
る
の
を
知
る
と
、
ど
ん
な
に
そ
れ
が
珍
し
く
、

嬉う
れ

し
く
素
敵
な
こ
と
か
！

「
あ
あ
雨
が
降
っ
て
る
！
」

と
心
に
叫
ぶ
時
の
わ
く
わ
く
す
る＊

亢こ
う

奮ふ
ん

を
、
今
も
尚な

お

鮮あ
ざ
や

か
に
思
い
出
せ
る
が
―
―

然し
か

し
、子
供
の
時
分
雨
が
降
る
と
何な

故ぜ

あ
ん
な
に
家
じ
ゅ
う
薄
暗
く
な
っ
た
だ
ろ
う
。

部
屋
の
中
で
座ざ

布ぶ

団と
ん

を
ぶ
つ
け
合
っ
て
騒
ぐ
。
或あ

る
い

は
も
う
少
し
お
と
な
し
い
子
供

ら
し
く
静
か
に
電
車
ご
っ
こ
で
も
す
る
。
遊
び
は
い
つ
も
の
遊
び
な
の
だ
が
何
だ
か

部
屋
の
隅す

み

々ず
み

が
暗
く
、
物
の
陰い

ん

翳え
い

が
深
く
、
様
子
が
違
う
。
そ
の
何
だ
か
違
う
感
じ

が
小
さ
い
子
の
感
情
を
限
り
な
く
魅
す
る
。
ち
ょ
っ
ぴ
り
こ
わ
い
よ
う
で
も
あ
る
。

珍
し
い
も
の
は
い
つ
だ
っ
て
少
し
は
こ
わ
い
と
こ
ろ
も
あ
る
―
―
そ
れ
を
子
供
は
よ

く
知
っ
て
い
る
。
そ
の
感
じ
を
更
に
強
め
享
楽
す
る
た
め
に
、
私
は
机
だ
の
小こ

屛
び
ょ
う

風ぶ

だ
の
を
持
ち
出
し
て
、薄
暗
い
隅
に
一
層
暗
い
囲
い
を
拵こ

し
ら

え
た
。
す
っ
か
り
囲
っ

て
狭
い
一
方
だ
け
が
開
い
て
い
る
。
そ
こ
が
洞
の
出で

入い
り

口ぐ
ち

だ
。
私
は
一
人
の
母
で
小

さ
い
息
子
と
そ
こ
に
隠
れ
て
い
る
。
何
か
ら
？
―
―
シ
ッ
！　

そ
ん
な
大
き
い
声
を

出
し
て
は
い
け
な
い
、
こ
の
山
に
は
虎
が
い
る
の
だ
。
虎
が
き
く
で
は
な
い
か
。
ほ

3
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て
来
た
。
傘
は
夙つ

と

に
放ほ

っ

ぽ
り
出
し
、
土
の
流
れ
を
防
ご
う
と
し
て
、
一
本
一
本
根
の

囲ま
わ

り
を
こ
の
小
石
で
取と

り

繞か
こ

ん
だ
。
が
、
瞬ま

た
た

く
間
に
情
な
し
の
広
い
空
地
の
水
は
石

を
も
越
し
た
。
石
こ
ろ
も
、
根
も
水
づ
か
り
だ
。
葉
は
益ま

す

々ま
す

悲
し
げ
に
震
え
る
。
心

配
で
は
ち
切
れ
そ
う
に
な
っ
た
子
供
は
、
両
手
で
番
傘
の
柄
を
握
り
、
哀
れ
な
彼
等

の
上
に
そ
れ
を
さ
し
か
け
た
。
し
っ
き
り
な
く
傘
を
打
っ
て
降
る
雨
の
音
、
自
分
が

ず
ぶ
濡ぬ

れ
に
な
る
気き

持も
ち

、
部
屋
の
中
で
小
さ
い
弟
が
駈か

け
廻
る
ド
タ
ド
タ
い
う
こ

も
っ
た
音
。
⑸
自
分
も
一
本
草
の
よ
う
に
戦お

の
の

き
な
が
ら
そ
れ
等
を
聴
き
感
じ
子
供

は
久
し
く
立
っ
て
い
た
。

（
宮
本
百
合
子
「
雨
と
子
供
」
に
よ
る
）　

          

　

〔
注
〕
亢こ

う

奮ふ
ん 

― 

―
「
興
奮
」
に
同
じ
。

　
　
　
　

長
火
鉢 

― 

―
長
方
形
の
箱
型
を
し
た
火
鉢
。

　
　
　
　

翼 

― 

―
建た

て

物も
の

な
ど
の
左
右
に
張
り
出
し
た
部
分
。       

　
　
　
　

馬あ

酔せ

木び 

― 

―
ツ
ツ
ジ
科
の
常
緑
の
大
形
低
木
。

　
　
　
　

榧か
や 

― 

―
イ
チ
イ
科
の
常
緑
針
葉
樹
。

　
　
　
　

木と
く
さ賊 

― 

―
ト
ク
サ
科
の
常
緑
性
シ
ダ
植
物
。

　
　
　
　

鉄
砲
虫 

― 

―
カ
ミ
キ
リ
ム
シ
の
幼
虫
。

　
　
　
　

青あ
お

桐ぎ
り 

― 

―
ア
オ
ギ
リ
科
の
落
葉
高
木
。

　
　
　
　

保
修 

― 

―
「
補
修
」
に
同
じ
。

　

そ
の
時
分
、
う
ち
は
樹
木
が
多
く
、
鄙ひ

な

び
て
い
た
。
客
間
の
庭
に
は
松
や
梅
、
美

し
い＊

馬あ

せ

び
酔
木
、　

＊

榧か
や

、　
＊

木と
く
さ賊
な
ど
茂
っ
て
、
飛と

び

石い
し

の
と
こ
ろ
に
は
羊し

歯だ

が
生
え
て
い
た
。

子
供
の
遊
ぶ
部
屋
の
前
に
は
大
き
い
半
分
埋
ま
っ
た
石
、
そ
の
石
を
か
く
す
よ
う
に

穂
を
出
し
た
薄す

す
き

、
よ
く
鉄＊

砲
虫
退
治
に
泥
を
こ
ね
た
よ
う
な
薬
を
つ
け
ら
れ
て
い

た
沢
山
の
楓か

え
で

、
幾
本
も
の
椿つ

ば
き

、
ま
た
山
桜
、　

＊

青あ
お

桐ぎ
り

が
王
の
よ
う
に
聳そ

び

え
て
い
る
。

畑
に
だ
っ
て
台
所
の
傍

か
た
わ
ら

に
だ
っ
て
木
の
な
い
と
こ
ろ
な
ど
一
つ
も
な
か
っ
た
。
木

が
生
え
て
い
な
け
れ
ば
、
き
っ
と
青
々
草
が
生
え
て
地
面
を
被お

お

う
て
い
る
。
そ
れ
だ

の
に
、
た
っ
た
一
箇
所
、
雑
草
も
生
え
て
い
な
け
れ
ば
木
も
な
く
む
き
出
し
の
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
例
の
、
三
方
羽
目
に
塞
が
れ
た
空
地
だ
。
⑷
そ
こ
の
が
ら
ん

と
し
た
寂
し
い
地
面
の
有あ

り

様さ
ま

が
子
供
の
心
を
つ
よ
く
動
か
し
た
。 

何
故
こ
こ
だ
け
こ

ん
な
何
も
な
い
の
だ
ろ
う
。
―
―
或あ

る
日
、
子
供
は
畑
か
ら
青あ

お

紫じ

蘇そ

の
芽
生
え
に
違

い
な
い
と
鑑
定
を
つ
け
た
草
を
十
二
本
抜
い
て
来
た
。
そ
れ
か
ら
、
そ
の
空
地
の

ち
ょ
う
ど
真ま

ん

中な
か

ほ
ど
の
場
所
を
選
ん
で
十
二
の
穴
を
掘
っ
た
。
十
二
の
穴
が
ち
ゃ
ん

と
同
じ
よ
う
な
間
を
置
い
て
、
縦
に
三
つ
、
横
に
四よ

側か
わ

並
ぶ
よ
う
に
と
、
ど
ん
な
に

熱
心
に
竹
の
棒
で
泥
を
ほ
じ
く
り
廻
し
た
だ
ろ
う
！　

根
が
入
る
位
の
大
き
さ
に
穴

が
出
来
る
と
、
一
本
ず
つ
青
紫
蘇
に
違
い
な
い
木
を
植
え
込
ん
だ
。
さ
あ
、
こ
れ
で

花
壇
が
出
来
上あ

が

っ
た
。
―
―
得
意
な
の
は
子
供
ば
か
り
で
は
な
か
っ
た
。
誰
か
ら
も

忘
れ
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
空
地
も
、
そ
の
花
も
咲
か
な
い
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
し
た
花
壇

を
貰も

ら

っ
て
嬉
し
が
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

と
こ
ろ
が
二
日
ば
か
り
す
る
と
、
雨
の
日
に
な
っ
た
。
き
つ
い
雨
で
、
見
て
い
る

と
大
事
な
空
地
の
花
壇
の
青
紫
蘇
が
ぴ
し
ぴ
し
雨
脚
に
打
た
れ
て
撓し

な

う
。
そ
れ
ば
か

り
か
、
力
あ
る
波
紋
を
描
き
つ
つ
は
け
道
の
な
い
雨
水
が
遂つ

い

に
そ
の
空
地
全
体
を
池

の
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
ん
も
り
高
く
し
て
置
い
た
青
紫
蘇
の
根
元
の
土
で

さ
え
次
第
に
流
さ
れ
、
こ
れ
は
今
に
も
倒
れ
そ
う
に
傾
き
か
け
る
も
の
さ
え
出
て 

来
た
。
―
―

　

私
は
小
さ
い
番
傘
を
さ
し
、
裸は

だ
し足
で
ザ
ブ
ザ
ブ
水
を
渉わ

た

り
花
壇
へ
行
っ
て
見
た
。

保＊

修
工
事
が
焦し

ょ
う

眉び

の
問
題
で
あ
っ
た
。私
は
苦
心
し
て
手
頃
な
石
こ
ろ
を
一
杯
拾
っ
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〔
問
２
〕 ⑵
私
は
段
々
本
気
に
な
り
、
抱
い
て
い
る
子
に
「
大
丈
夫
よ
、
大
丈
夫
よ
」

と
囁さ

さ
や

く
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
私
」
の
様
子
と
し
て
最
も
適
切
な

の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

雨
に
よ
る
薄
暗
さ
や
そ
の
こ
わ
さ
を
使
っ
て
、
虎
に
狙
わ
れ
な
が
ら
洞
に
い
る

と
い
う
状
況
を
想
像
し
て
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
興
に
乗
り
、
一
人
の
母
親
と
し
て

子
を
慰
め
る
と
い
う
役
に
な
り
き
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
様
子
。

イ　

雨
に
よ
る
薄
暗
さ
を
利
用
し
て
作
り
だ
し
た
、
虎
に
狙
わ
れ
て
い
る
と
い
う
設

定
に
お
い
て
こ
わ
が
る
弟
を
励
ま
す
う
ち
に
、
自
分
も
実
際
に
虎
に
襲
わ
れ
て
い

る
気
分
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
弟
と
一
緒
に
震
え
て
い
る
様
子
。

ウ　

雨
の
日
の
い
つ
も
と
は
違
う
薄
暗
さ
に
対
す
る
違
和
感
を
更
に
強
め
る
た
め
に

屛
風
な
ど
を
持
ち
だ
し
て
遊
ん
で
い
る
う
ち
に
、
本
気
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
虎
役

の
弟
に
対
し
て
、
も
う
十
分
だ
と
た
し
な
め
て
い
る
様
子
。

エ　

雨
の
日
の
薄
暗
さ
が
子
供
心
に
こ
わ
い
と
感
じ
な
が
ら
も
楽
し
い
気
持
ち
に
な

り
、
屛
風
な
ど
を
持
ち
だ
し
て
虎
の
い
る
洞
の
近
く
に
我
々
が
い
る
と
い
う
状
況

を
設
定
し
て
、
弟
と
こ
わ
さ
を
味
わ
い
な
が
ら
遊
ん
で
い
る
様
子
。

〔
問
１
〕 ⑴
凝じ

っ
と
机
に
つ
い
て
知
ら
ぬ
振ふ

り

な
ど
し
て
い
ら
れ
な
い
。 

と
あ
る
が
、
こ

の
と
き
の「
私
」の
様
子
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

子
供
だ
っ
た
頃
に
味
わ
っ
た
荒
天
の
日
の
お
ど
ろ
き
と
こ
わ
さ
を
思
い
出
そ
う

と
、
じ
れ
っ
た
く
思
う
様
子
。

イ　

外
界
の
風
雨
が
強
く
な
る
に
つ
れ
て
大
き
く
な
っ
て
き
た
恐
怖
で
、
早
く
逃
げ

出
し
た
く
な
っ
て
い
る
様
子
。

ウ　

荒
れ
模
様
の
空
に
よ
っ
て
生
じ
た
不
可
解
な
感
情
を
気
に
し
ま
い
と
、
平
静
さ

を
保
と
う
と
し
て
い
る
様
子
。

エ　

悪
天
候
時
の
自
然
の
荒
々
し
さ
を
一
身
に
感
じ
た
い
と
い
う
気
持
ち
が
わ
き
あ

が
り
、
落
ち
着
か
な
い
様
子
。
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〔
問
４
〕 ⑷
そ
こ
の
が
ら
ん
と
し
た
寂
し
い
地
面
の
有あ

り

様さ
ま

が
子
供
の
心
を
つ
よ
く
動
か

し
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
子
供
」
の
気
持
ち
を
三
十
五
字
以
上

四
十
五
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

〔
問
３
〕 ⑶
余
り
降
ら
れ
る
と
、
子
供
等ら

の
心
に
も
湿
っ
ぽ
さ
が
沁し

み
て
来
る
。 

と
あ

る
が
、
こ
の
と
き
の
「
子
供
等
」
の
様
子
を
表
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切

な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

雨
へ
の
興
味
も
薄
く
な
り
、
雨
に
打
た
れ
て
頼
り
な
い
様
子
の
柿
の
花
を
し
み

じ
み
と
観
察
す
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
た
ち
の
不
明
瞭
な
先
行
き
を
思
っ
て
閉
塞

的
な
感
情
に
な
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
様
子
。

イ　

雨
の
楽
し
み
に
も
飽
き
始
め
、
柿
の
花
が
散
る
梅
雨
の
時
期
特
有
の
重
苦
し
い

景
色
を
ぼ
ん
や
り
と
眺
め
る
よ
う
に
な
り
、
晴
れ
間
の
な
い
日
々
を
恨
ん
で
悲
観

的
な
思
考
に
陥
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
様
子
。

ウ　

雨
の
刺
激
に
も
す
っ
か
り
慣
れ
、
雨
に
降
ら
れ
て
い
る
柿
の
花
の
様
子
を
落
ち

つ
い
て
見
入
る
よ
う
に
な
り
、
自
分
や
自
分
た
ち
を
と
り
ま
く
自
然
を
巡
っ
て
観

念
的
な
思
索
に
入
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
様
子
。

エ　

雨
の
日
の
興
奮
も
収
ま
り
、
上
か
ら
落
ち
る
雨
粒
に
よ
っ
て
水
平
に
広
が
る
波

紋
を
冷
静
に
見
る
よ
う
に
な
り
、
横
に
並
ぶ
弟
た
ち
の
大
切
さ
を
感
じ
て
感
傷
的

な
気
持
ち
に
な
り
や
す
く
な
っ
て
い
る
様
子
。
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〔
問
６
〕　

本
文
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
た
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う

ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　
「
ザ
ワ
ザ
ワ
」
や
「
わ
く
わ
く
」、「
ひ
ょ
ろ
ひ
ょ
ろ
」
と
い
う
擬
音
語
、
擬
態
語

を
使
う
こ
と
で
、
人
為
と
は
無
関
係
に
変
化
す
る
自
然
に
楽
し
み
や
恐
れ
を
敏
感

に
感
じ
と
る
作
者
の
幼
少
期
が
繊
細
に
描
か
れ
て
い
る
。

イ　
「
馬
酔
木
」
や
「
榧
」、「
木
賊
」
な
ど
具
体
的
な
植
物
名
を
一
つ
一
つ
詳
し
く
列

挙
す
る
こ
と
で
、
自
然
が
身
近
に
あ
る
環
境
で
自
然
に
対
し
て
豊
か
な
感
受
性
を

育
ん
だ
作
者
の
幼
少
期
が
鮮
明
に
描
か
れ
て
い
る
。

ウ　
「
電
車
ご
っ
こ
」
の
よ
う
な
子
供
じ
み
た
言
葉
を
用
い
る
一
方
で
「
享
楽
」
な
ど

子
供
に
は
な
じ
み
の
薄
い
言
葉
を
用
い
る
こ
と
で
、
幼
い
な
が
ら
も
思
慮
深
か
っ

た
作
者
の
幼
少
期
が
印
象
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

エ　
「
少
し
は
こ
わ
い
と
こ
ろ
も
あ
る
―
―
そ
れ
を
子
供
は
よ
く
知
っ
て
い
る
」
の
よ

う
に
「
―
―
」
と
い
う
記
号
を
い
た
る
と
こ
ろ
で
使
用
す
る
こ
と
で
、
現
在
と
過

去
の
時
間
軸
が
巧
み
に
混
じ
り
合
う
世
界
観
が
象
徴
的
に
描
か
れ
て
い
る
。

〔
問
５
〕 ⑸
自
分
も
一
本
草
の
よ
う
に
戦お

の
の

き
な
が
ら
そ
れ
等
を
聴
き
感
じ
子
供
は
久
し

く
立
っ
て
い
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の

う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

強
い
雨
で
流
さ
れ
そ
う
に
な
る
青
紫
蘇
の
世
話
を
懸
命
に
し
て
い
た
が
、
も
は

や
な
す
す
べ
も
な
く
、
自
ら
の
非
力
さ
を
痛
感
し
た
か
ら
。

イ　

強
い
雨
の
中
、
必
死
に
花
壇
の
補
修
を
し
て
い
た
が
、
震
え
る
青
紫
蘇
を
見
て

子
供
の
頃
の
雨
の
日
を
思
い
出
し
て
な
つ
か
し
く
感
じ
た
か
ら
。

ウ　

強
い
雨
の
中
、
自
分
が
青
紫
蘇
の
花
壇
を
補
修
す
る
一
方
で
、
家
の
中
で
は
し
ゃ

ぐ
弟
の
無
神
経
さ
に
や
り
場
の
な
い
怒
り
を
覚
え
た
か
ら
。

エ　

強
い
雨
で
流
さ
れ
そ
う
に
な
る
青
紫
蘇
と
違
っ
て
、
一
人
で
も
し
っ
か
り
根
を

張
っ
て
自
立
す
る
存
在
で
あ
ろ
う
と
、
覚
悟
を
決
め
た
か
ら
。
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う
こ
と
が
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
世
界
に
お
け
る
主
要
な
価
値
基
準
な
の
で
あ
る
。
現
在
の

コ
ン
テ
ン
ツ
の
制
作
に
お
い
て
こ
う
し
た
価
値
基
準
を
無
視
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
よ0

り0

多0

く
の

0

0

視
聴
者
や
フ
ォ
ロ
ワ
ー
を
獲
得
で
き
る
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
で
き
る
だ
け

多
く
の
人
の
興
味
を
引
く
も
の
が
、
価
値
の
高
い
コ
ン
テ
ン
ツ
と
見
な
さ
れ
る
。
伝
統

的
な
価
値
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
な
無
力
化
は
、
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
手
法
を
通
し
て
、

価
値
の
大
衆
化
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。
ま
た
そ
う
し
た
中
で
、
自
ら
が
手
っ
取
り
早

く
視
聴
者
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
す
で
に
多
く
の
視
聴
者
を
獲
得
し
て
い
る
別
の
コ
ン

テ
ン
ツ
を
模
倣
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
と
一
た
び
気
づ
か
れ
る
と
、
コ
ン
テ
ン
ツ
の

画
一
化
は
進
行
の
度
合
い
を
増
し
て
い
く
。

　

こ
う
し
た
状
況
が
い
っ
そ
う
深
刻
な
の
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
が

画
一
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
望
む
よ
う
に
個
人
を
導
い
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
者
は
基
本
的
に
検
索
シ
ス
テ
ム
で
上
位
に
挙
げ
ら
れ
る
コ
ン
テ
ン

ツ
や
情
報
に
の
み
ア
ク
セ
ス
す
る
。
検
索
の
上
位
に
挙
げ
ら
れ
て
く
る
も
の
は
、
よ
り

多
く
の
者
か
ら
の
ア
ク
セ
ス
を
受
け
た
コ
ン
テ
ン
ツ
か
、
そ
の
利
用
者
が
以
前
に
ア
ク

セ
ス
し
た
も
の
に
似
た
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
利
用
者
で
あ
る
個
人
は
、

多
く
の
他
者
と
同
一
の
経
験
を
す
る
か
、
以
前
の
自
分
と
同
様
の
経
験
を
繰
り
返
す
こ

と
に
な
る
。そ
こ
で
は
個
人
の
経
験
は
、当
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
再
生
回
数
の
多
さ
に
よ
っ

て
か
、
あ
る
い
は
ビ
ッ
グ
・
デ
ー
タ
に
基
づ
く
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
の
視
聴
者
が
該
当
す
る
と
判
定
さ
れ
た
類
型
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
⑵
そ
れ
ゆ
え
人
々
は
、
本
来
な
ら
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
世
界
に
は
そ
れ
以
前
の

世
界
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
選
択
肢
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
画
一
化
あ
る
い
は

類
型
化
さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
自
ら

0

0

選
択
す
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
し
て
現
代
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
世
界
で
は
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
と
メ
デ
ィ

ア
の
転
換
に
よ
っ
て
、
人
間
の
経
験
は
よ
り
豊
か
な
も
の
に
な
る
ど
こ
ろ
か
、
か
え
っ

て
画
一
的
な
貧
し
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
〈
経
験
の
貧
困
〉
が
世
界
の

至
る
と
こ
ろ
で
生
じ
て
い
る
。
⑶
同
時
に
こ
う
し
た
事
態
は
、
様
々
な
経
験
を
通
し
て

形
成
さ
れ
て
く
る
人
間
の
自
己
の
あ
り
方
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。

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

＊ 

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

　

Ｉ
Ｃ
Ｔ
の
発
展
に
よ
っ
て
、
映
像
や
音
楽
な
ど
の
コ
ン
テ
ン
ツ
の
制
作
も
以
前
に
比

べ
て
は
る
か
に
容
易
に
な
っ
た
。
今
や
専
用
の
ス
タ
ジ
オ
に
行
く
こ
と
な
し
に
、
自
宅

の
Ｐ
Ｃ
で
十
分
な
質
の
も
の
を
個
人
で
制
作
・
編
集
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
制
作
の
た

め
の
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
も
発
達
し
て
お
り
、
専
門
的
な
知
識
が
な
く
と
も
様
々
な
も
の
を

作
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
そ
う
し
て
制
作
さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
個
人
が
発
信
す

る
こ
と
も
非
常
に
容
易
に
な
っ
て
い
る
。
個
人
の
Ｐ
Ｃ
や
ス
マ
ホ
か
ら
動
画
共
有
サ
イ

ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
な
ど
を
通
し
て
、
動
画
・
音
楽
・
写
真
な
ど
の
コ
ン
テ
ン
ツ
を
一
瞬
で
世

界
中
の
人
間
が
ア
ク
セ
ス
可
能
な
状
態
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
つ
て
の
よ
う
に
、

テ
ー
プ
や
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
な
ど
を
制
作
・
販
売
す
る
こ
と
も
も
は
や
必
要
で
は
な
い
。

　

こ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
環
境
が
実
現
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
よ
り
も
は
る
か
に
多

様
な
コ
ン
テ
ン
ツ
が
次
々
に
発
信
さ
れ
、
技
術
の
さ
ら
な
る
発
展
と
と
も
に
芸
術
や
文

化
も
さ
ぞ
や
発
展
し
て
い
る
も
の
と
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の

と
こ
ろ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
世
界
は
そ
れ
ほ
ど
創
造
的
で
多
様
な
コ
ン
テ
ン
ツ
に
溢あ

ふ

れ

返
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
、
⑴
数
あ
る
コ

ン
テ
ン
ツ
は
次
第
に
画
一
化
さ
れ
て
い
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
視
聴
す
る
側
の
人
々
も

そ
の
こ
と
を
望
ん
で
い
る
よ
う
に
さ
え
見
え
る
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
世
界
に
お
け
る
コ
ン
テ
ン
ツ
が
画
一
化
さ
れ
て
い
く
背
景
に
は
、

資
本
主
義
の
原
理
が
働
い
て
い
る
。
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
は
芸
術
や
文
化
な

ど
の
自
己
表
現
も
商
品
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
本
当
の
意
味
で
の
自
由
な
制
作

は
可
能
で
は
な
く
、
売
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
、
商
品
価
値
が
高
い
も
の
が
優
先
し
て

作
ら
れ
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
世
界
で
は
映
像
や
音
楽
な
ど
が
無
料
で
配
信
さ
れ
る
こ

と
も
多
い
が
、
そ
れ
で
も
資
本
主
義
の
原
理
か
ら
逃
れ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
そ
う
し
た
配
信
サ
イ
ト
や
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
は
広
告
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
ど
れ
だ
け
多
く
の
視
聴
者
に
広
告
を
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い

4
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を
形
成
さ
せ
る
。
確
か
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
中
の
あ
ら

ゆ
る
他
者
が
身
近
に
存
在
し
、
彼
ら
と
相
互
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
が
可
能
に
な
る
。 

⑷
し
か
し
現
代
の
人
間
が
他
者
を
愛
す
る
こ
と
を
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
れ

ば
、
そ
う
し
た
急
激
な
距
離
の
縮
減
は
か
え
っ
て
人
間
の
心
の
う
ち
に
煩
わ
し
さ
と
憎

し
み
を
生
む
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

晩
年
の
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
世
界
の
急
速
な
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」
化
の
危

険
性
を
予
見
し
て
い
た
。
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
は
我
々
を
、
今
ま
で
の
や
り
方
が
通

用
し
な
い
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
に
置
く
。
彼
は
テ
レ
ビ
で
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
次
の
よ
う
に

語
っ
て
い
る
。「
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
生
き
抜
く
と
き
、
あ
な
た
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

は
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
あ
な
た
は
何
者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
…
…
自
分
が
特
別
な
存
在

で
あ
る
と
、力
で
証
明
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
暴
力
的
に
な
る
の
で
す
」。

こ
の
暴
力
性
の
ゆ
え
に
人
々
の
間
に
は
あ
る
程
度
の
距
離
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
、
と

マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
警
告
し
て
い
る
。

　

一
般
に
人
間
の
間
の
対
立
は
、
互
い
が
持
っ
て
い
る
情
報
、
考
え
方
、
価
値
観
の
相

違
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
⑸
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の

開
発
者
た
ち
は
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
警
告
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ

ジ
」
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
に
理
解
し
て
い
た
。 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
技
術
的
に

は
世
界
中
の
人
間
が
同
様
の
情
報
を
受
け
取
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
同
じ
情
報
に
基

づ
い
て
考
え
、
物
理
的
な
距
離
を
越
え
て
対
話
す
る
こ
と
で
同
じ
価
値
を
共
有
で
き
る

よ
う
に
な
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
、
少

な
く
と
も
今
の
と
こ
ろ
は
実
現
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て

〈
経
験
の
貧
困
〉
が
深
刻
な
も
の
と
な
り
、
人
間
が
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
自
己
を
確
立

す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と
で
、
⑹〈
人
間
の
野
蛮
化
〉 

が
生
じ
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
通
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
た
の
は
、
膨
大
な
情
報
量
が
も
た
ら

す
過
負
荷
と
グ
ロ
ー
バ
ル
な
規
模
の
接
続
性
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
の
人
間
は
限
ら
れ
た

情
報
を
基
に
考
え
、
空
間
的
に
接
近
し
て
い
る
他
の
人
間
と
共
同
体
を
構
築
し
、
そ
の

　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
登
場
以
前
か
ら
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
聴
覚
的
・
触
覚
的
メ
デ
ィ
ア

は
マ
ー
ケ
テ
ィ
ン
グ
の
手
法
に
よ
っ
て
、
各
人
の
感
性
や
欲
望
の
特
異
性
を
減
衰
さ

せ
、
経
験
を
画
一
化
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
ス＊

テ
ィ
グ
レ
ー
ル
は
、
そ
の
こ
と
が
〈
特
異

的
な
存
在
〉
あ
る
い
は
「
唯
一
の
存
在
と
し
て
の
自
己
」
へ
の
愛
を
失
わ
せ
て
し
ま
っ

て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
彼
の
指
摘
に
従
え
ば
、
現
代
の
新
し
い
メ
デ
ィ
ア
に
お
け

る〈
経
験
の
貧
困
〉は
、自
己
の
喪
失
を
生
ん
で
い
る（
こ
れ
を
ス
テ
ィ
グ
レ
ー
ル
は「
象

徴
の
貧
困
」
と
呼
ぶ
）。
さ
ら
に
ス
テ
ィ
グ
レ
ー
ル
は
、
こ
の
自
己
へ
の
愛
は
人
間
が

他
者
と
友
愛
を
結
び
、
社
会
を
構
築
す
る
上
で
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

な
ぜ
な
ら
、
特
異
性
に
基
づ
く
自
己
へ
の
愛
は
、
そ
の
自
己
を
し
て
、
自
ら
と
異
な
る

者
を
外
部
に
置
き
、
自
己
と
共
通
性
を
持
つ
者
（
友
人
）
た
ち
と
と
も
に
一
な
る
共
同

体
を
構
成
さ
せ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
自
他
が
相
互
に
結
び
つ
き
、
社
会
を
構
築
し

て
い
く
た
め
に
は
、
ま
ず
は
自
己
へ
の
愛
と
そ
れ
に
基
づ
く
他
者
（
友
人
）
へ
の
愛
が

必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、〈
経
験
の
貧
困
〉
に
よ
っ
て
自
己
へ
の
愛
は
生
じ
な
く
な
り
、

共
同
体
に
お
け
る
政
治
が
根
本
的
に
不
可
能
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
経
験
の
画
一
化
に

よ
っ
て
共
同
体
を
持
つ
こ
と
の
で
き
な
い
現
在
の
我
々
は
、
あ
る
種
の
「
戦
争
状
態
」

に
あ
り
、「
あ
ら
ゆ
る
理
由
に
お
い
て
人
間
で
あ
る
こ
と
を
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
い
る
」

と
ス
テ
ィ
グ
レ
ー
ル
は
嘆
い
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
自
己
の
喪
失
と
そ
れ
に
伴
う
友
愛
の
不
可
能
性
と
い
う
問
題
は
、
現
代

の
主
要
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
い
て
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
現
れ
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
礎
と
な
る
自
己
を
形
成
し
愛
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
人
々
は
、
他
者
を
愛
し
他
者
に
配
慮
す
る
こ
と
も
で
き
ず
、
他
者
を

理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
も
な
く
、
時
に
は
〈
フ
ェ
イ
ク
ニ
ュ
ー
ス
〉
に
よ
っ
て
他
者

を
欺
き
傷
つ
け
る
こ
と
を
厭い

と

わ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
他
者
へ
の
暴
力
性
は
、
自
己
を
喪
失
し
て
し
ま
っ
た
人
間
が
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
他
者
と
、
は
る
か
に
近
い
距

離
で
生
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
い
っ
そ
う
顕
著
に
な
っ
て
い
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
は
マ＊

ク
ル
ー
ハ
ン
の
時
代
よ
り
も
い
っ
そ
う
容
易
に「
グ＊

ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」
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〔
注
〕
ス
テ
ィ
グ
レ
ー
ル 

― 

―
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者（
一
九
五
二
年
―
二
〇
二
〇
年
）。

　
　
　
　

マ
ク
ル
ー
ハ
ン 

― 

―
カ
ナ
ダ
の
批
評
家
（
一
九
一
一
年
―
一
九
八
〇
年
）。

　
　
　
　

グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ 

― 

―
電
子
的
な
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ
て
、
世
界

規
模
で
の
交
流
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
に
な
る
こ
と
を
「
世
界
村
」
と
し
て
比

喩
的
に
表
現
し
た
も
の
。

〔
問
１
〕 ⑴
数
あ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
は
次
第
に
画
一
化
さ
れ
て
い
っ
て
お
り 

と
あ
る
が
、

「
数
あ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
」が「
次
第
に
画
一
化
さ
れ
て
」し
ま
う
の
は
な
ぜ
か
。

八
十
字
以
上
百
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

中
で
の
対
話
を
通
し
て
一
定
の
価
値
を
共
有
し
て
き
た
。
そ
こ
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
考

え
の
異
な
っ
た
者
同
士
で
も
近
い
距
離
に
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
共
存
し
て
い
く
た
め
に

考
え
を
す
り
合
わ
せ
、
共
有
可
能
な
価
値
を
生
み
出
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
歴
史
的
に
は
、
そ
れ
が
対
等
な
対
話
に
基
づ
か
な
か
っ
た

例
も
無
数
に
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
一
部
の
人
々
の
考
え
方
が
支
配
的
と
な
っ
て
他
の

人
々
の
考
え
方
を
抑
圧
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
し
、
一
部
の
人
々
が
共
同
体
か
ら

排
除
さ
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
も
共
同
体
が
構
築
さ
れ
存
続
し
え
た
と

こ
ろ
で
は
、
そ
こ
で
共
有
さ
れ
う
る
何
ら
か
の
価
値
を
見み

出い
だ

そ
う
と
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
時
代
に
は
、
人
々
の
空
間
的
な
近
さ
は
彼
ら
の

共
存
と
価
値
共
有
へ
の
要
求
に
つ
な
が
っ
て
い
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
現
在
の
人
間
は
メ
デ
ィ
ア
の
劇
的
な
転
換
に
よ
っ
て
、
前
触
れ
も

な
く
唐
突
に
情
報
の
大
波
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
人
間
は
膨
大
な
情
報
の

渦
の
中
で
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
空
間
的
に
近
く
に
い
る
人
々
と
の
間
で
苦
労
し
て
共

同
体
を
構
築
し
て
い
こ
う
と
は
思
わ
な
く
な
る
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
自
ら
と
同

じ
考
え
を
持
ち
、
自
ら
を
安
心
さ
せ
て
く
れ
る
者
を
い
つ
で
も
容
易
に
見
つ
け
る
こ
と

が
で
き
る
。
そ
の
中
で
は
同
時
に
、
自
ら
と
異
な
る
考
え
の
持
ち
主
を
強
く
拒
絶
す
る

こ
と
も
容
易
に
な
る
。
そ
う
し
た
者
と
の
対
話
に
努
め
な
く
と
も
、
価
値
を
共
有
で
き

る
仲
間
は
十
分
に
い
る
の
だ
か
ら
。

（
濱
良
祐
「
曲
が
り
角
の
向
こ
う
」
に
よ
る
）　
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〔
問
３
〕 ⑶
同
時
に
こ
う
し
た
事
態
は
、
様
々
な
経
験
を
通
し
て
形
成
さ
れ
て
く
る
人

間
の
自
己
の
あ
り
方
に
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
る
。 

と
あ
る

が
、「
人
間
の
自
己
の
あ
り
方
」
が
ど
う
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
か
。
次

の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

他
者
へ
の
働
き
か
け
な
く
し
て
、
自
分
一
人
で
容
易
に
自
己
の
独
創
性
を
発
信

す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

イ　

他
者
と
の
協
力
を
通
し
て
し
か
、
共
同
体
構
築
の
た
め
に
不
可
欠
な
自
己
愛
を

認
知
で
き
な
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

ウ　

他
者
と
は
異
な
っ
て
お
り
、
特
別
な
存
在
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
自
己
が
確

立
し
得
な
く
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

エ　

他
者
へ
愛
を
表
明
す
る
こ
と
で
、
自
己
の
特
異
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
恥
じ
ら

い
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

〔
問
２
〕 ⑵
そ
れ
ゆ
え
人
々
は
、
本
来
な
ら
ば
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
世
界
に
は
そ
れ
以
前

の
世
界
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
選
択
肢
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
画
一

化
あ
る
い
は
類
型
化
さ
れ
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
自
ら

0

0

選
択
す
る
よ
う
に
な
る
の

で
あ
る
。 

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選

べ
。

ア　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
、
通
時
的
に
蓄
積
し
た
コ
ン
テ
ン
ツ
か
ら
自
身
に
最

適
な
も
の
を
探
し
出
す
の
は
難
し
く
、
利
用
者
は
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
力
を
借
り
、

必
要
な
も
の
だ
け
に
ア
ク
セ
ス
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

イ　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
空
間
に
お
い
て
、
利
用
者
は
自
分
の
趣
向
に
合
わ
な
い
コ
ン

テ
ン
ツ
を
拒
絶
す
る
こ
と
で
、
大
衆
的
評
価
が
確
立
し
た
も
の
か
、
自
身
の
経
験

に
則
し
た
も
の
だ
け
を
利
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

ウ　

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
に
よ
り
、
利
用
者
は
大
衆
の
評
価
が
高
い
も
の
や
、
自

身
が
か
つ
て
消
費
し
た
も
の
に
似
た
コ
ン
テ
ン
ツ
を
消
費
す
る
よ
う
誘
導
さ
れ
、

限
ら
れ
た
も
の
だ
け
を
享
受
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。

エ　

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
発
展
に
よ
っ
て
、利
用
者
は
多
く
の
他
者
と
共
時
的
に
関
わ
っ

て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
、
自
身
の
こ
れ
ま
で
の
経
験
だ
け
に
縛
ら
れ
な
い
、
大

衆
的
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
積
極
的
に
選
ぶ
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
。
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〔
問
５
〕 ⑸
そ
れ
ゆ
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
開
発
者
た
ち
は
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
警
告

に
も
か
か
わ
ら
ず
「
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
に
理

解
し
て
い
た
。 

と
あ
る
が
、「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
開
発
者
た
ち
」は「
グ
ロ
ー

バ
ル
・
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ
」
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
か
。
次

の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

あ
ら
ゆ
る
考
え
方
や
価
値
観
の
相
違
が
な
く
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
人
間
の

対
話
が
促
進
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
世
界
中
の
人
類
が
一
定
の
価
値
を
共
有

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ　

平
等
に
同
じ
内
容
の
情
報
を
享
受
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
相

互
に
関
係
を
結
ぶ
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
人
類
が
世
界
規
模
で
同
じ
価
値
観
を
も

つ
こ
と
が
で
き
る
。

ウ　

空
間
的
に
近
接
し
て
い
る
他
者
と
の
関
係
に
煩
う
こ
と
な
く
、
趣
向
を
共
有
す

る
者
同
士
が
関
係
を
深
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
、
世
界
規
模
で
多
様
な
価

値
観
を
保
障
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

エ　

大
量
の
情
報
処
理
が
技
術
的
に
可
能
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
質
的
制
約
か

ら
解
放
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
た
め
、
世
界
中
の
あ
ら
ゆ
る
個
人
が
仮
想
空
間
に
自

分
の
居
場
所
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

〔
問
４
〕 ⑷
し
か
し
現
代
の
人
間
が
他
者
を
愛
す
る
こ
と
を
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
急
激
な
距
離
の
縮
減
は
か
え
っ
て
人
間
の
心
の
う
ち

に
煩
わ
し
さ
と
憎
し
み
を
生
む
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。 

と
は
ど
う
い
う
こ

と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

他
者
へ
の
配
慮
を
欠
い
た
ま
ま
多
く
の
他
者
と
関
わ
り
を
も
つ
こ
と
は
、
自
己

の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
す
る
た
め
の
暴
力
性
発
揮
の
可
能
性
を
高
め
る
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

イ　

自
己
の
尊
厳
ば
か
り
を
保
持
し
た
ま
ま
他
者
と
の
友
愛
の
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
、

他
者
と
の
身
体
的
な
接
触
の
機
会
が
減
少
す
る
状
況
に
お
い
て
困
難
を
極
め
る
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

ウ　

他
者
へ
の
理
解
が
不
充
分
な
状
態
の
ま
ま
寄
り
添
う
べ
き
他
者
の
数
が
増
加
す

る
こ
と
は
、
共
同
体
の
構
築
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
む
な
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る

も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

エ　

自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
確
立
で
き
な
い
ま
ま
思
い
や
り
を
も
た
ず
に
多

く
の
他
者
と
対
話
を
行
う
こ
と
は
、
自
己
の
存
在
証
明
の
機
会
を
一
層
奪
う
も
の

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

2023110255-久我山-戸山商事-問題-国語.indd   112023110255-久我山-戸山商事-問題-国語.indd   11 2024/01/22   15:13:492024/01/22   15:13:49



― 12 ―

〔
問
７
〕　

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
は
自
ら
と
同
じ
考
え
を
持
ち
、
自
ら
を
安
心
さ
せ

て
く
れ
る
者
を
い
つ
で
も
容
易
に
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
に
よ
る
弊
害
を
述
べ
た
上
で
、
そ
の
解
決
の
た
め
に
ど
う
し
て
い

く
べ
き
か
、
あ
な
た
の
考
え
を
二
百
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、
書
き
出
し
や

改
行
の
際
の
空
欄
や 

、
や 

。
や
「 

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。

〔
問
６
〕 ⑹〈
人
間
の
野
蛮
化
〉 

の
具
体
例
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で

は
ど
れ
か
。

ア　

展
覧
会
で
見
た
絵
の
解
釈
に
つ
い
て
弟
と
意
見
が
合
わ
な
か
っ
た
の
で
、
解
釈

の
一
致
を
は
か
る
た
め
に
激
し
く
意
見
を
戦
わ
せ
た
。

イ　

部
活
の
大
会
で
ミ
ス
を
し
た
友
人
が
同
じ
失
敗
に
よ
っ
て
つ
ら
い
思
い
を
し
な

い
で
済
む
よ
う
に
、
強
い
口
調
で
改
善
点
を
指
摘
し
た
。

ウ　

環
境
問
題
に
は
人
一
倍
真
剣
に
取
り
組
ん
で
き
た
自
負
が
あ
る
た
め
、
ゴ
ミ
の

分
別
が
で
き
て
い
な
い
人
を
見
る
と
厳
し
く
非
難
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

エ　

周
囲
の
み
ん
な
か
ら
真
面
目
な
人
だ
と
認
識
さ
れ
た
く
て
、
自
治
会
の
ル
ー
ル

を
逸
脱
し
た
メ
ン
バ
ー
を
み
ん
な
の
前
で
問
い
た
だ
し
た
。
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今
さ
ら
に
な
に
生お

ひ
出い

づ
ら
ん
竹
の
子
の　

憂う

き
ふ○
し○
し
げ
き
よ○
と
は
し
ら
ず
や

（『
古
今
集
』
巻
一
八
―
雑
下
・
九
五
七
）

　
　
　
　

（ 

い
ま
さ
ら
ま
た
ど
う
し
て
こ
ん
な
に
生
え
育
っ
て
い
る
の
か
。
竹
の
子
は

こ
の
世
が
つ
ら
い
折こ

と節
ば
か
り
だ
と
知
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
）

　
　

よ○
に
ふ
れ
ば
こ
と
の
葉
し
げ
き
呉
竹
の　

憂
き
ふ○
し○
ご
と
に
鴬

う
ぐ
い
す

ぞ
な
く

（
同
・
九
五
八
）

　
　
　
　

（ 

こ
の
世
に
生
き
て
い
る
と
、
非
難
や
中
傷
に
さ
ら
さ
れ
て
辛つ

ら

い
目
に
遭
う

こ
と
が
多
く
、
そ
の
度
に
い
や
に
な
っ
て
泣
き
嘆
く
こ
と
ば
か
り
）

　
　

木
に
も
あ
ら
ず
草
に
も
あ
ら
ぬ
竹
の
よ○
の　

は
し
に
わ
が
身
は
な
り
ぬ
べ
ら
な
り

（
同
・
九
五
九
）

　
　
　
　

（ 

私
は
世
間
か
ら
は
も
の
の
数
に
も
入
ら
ぬ
疎
外
さ
れ
た
身
の
上
に
な
っ
た

よ
う
だ
）

こ
れ
ら
の
『
古
今
集
』
雑
下
の
巻
中
で
連
続
す
る
「
竹
」
を
題
材
と
す
る
三
首
は
、
い

ず
れ
も
人
生
の
不ふ

如に
ょ

意い

を
詠よ

む
も
の
で
占
め
ら
れ
る
。

　
⑵
こ
れ
に
対
し
、『
竹
取
物
語
』
の
作
者
層
に
属
す
る
平
安
前
期
の
漢
詩
人
た
ち
の

作
例
は
、
中
国
詩
文
の
そ
れ
を
規
範
と
し
て
模
倣
す
る
。 

こ
の
時
期
を
代
表
す
る
菅す

が

原わ
ら
の

道み
ち

真ざ
ね

や＊

島し
ま

田だ

忠の
た
だ
お
み臣の

詩
に
は
多
く
の
「
竹
」
を
題
材
と
す
る
作
品
が
あ
る
が
、　

＊

王お
う

子し

猷ゆ
う
（
徽き

之し

）
が
竹
を
自
宅
の
庭
に
植
え
て
「
此こ

の
君
」
と
称
し
て
愛め

で
た
小
話
（『
世

説
新
語
』）
―
―
『＊

続し
ょ
く

日に

本ほ
ん

後こ
う

紀き

』
に
は
、
自
宅
の
庭
に
好
ん
で
植
樹
す
る＊

藤ふ
じ
わ
ら
の

原
吉よ

し

野の

の
趣
味
に
関
連
し
て
、
か
の
王
子
猷
が
自
邸
に
竹
を
植
え
て
暮
ら
し
て
い
た
理
由
を
尋

ね
ら
れ
て
「
何
ぞ
一
日
も
此
の
君
無
か
ら
ん
や
（
こ
の
君
（
竹
）
な
し
に
は
生
き
ら
れ

な
い
）」
と
答
え
た
故
事
を
引
用
し
、「
千
古
な
お
隣
あ
り
と
言
う
べ
し
（
昔
も
今
も

同
好
の
士
は
い
る
も
の
だ
）」
と
い
う
批
評
文
が
み
え
る
―
―
や
、
竹＊

林
七
賢
人
（
隠い

ん

遁と
ん

）
の
故
事
、
あ
る
い
は
寒
気
き
び
し
い
冬
（
逆
境
）
に
も
負
け
ず
青
々
と
茂
る
竹
の

葉
に
「
貞
潔
な
節
操
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
も
の
を
基
調
と
す
る
。

　

そ
し
て
、
道
真
の
「
竹
」
詩
に
は
、
竹
の
杖つ

え

が
龍り

ゅ
う

と
な
っ
た
費＊

長
房
や
、
竹
の
実

を
食く

ら
う
鳳ほ

う

凰お
う

と
と
も
に
、
竹
の
よ
う
に
常
に
変
わ
ら
ぬ
貞
堅
な
こ
こ
ろ
ざ
し
が
詠
み

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

＊ 

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

　

竹
は
一
晩
で
最
大
一
二
〇
セ
ン
チ
伸
び
た
記
録
が
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、「
竹
」
の

和
語
「
タ
ケ
」
の
語
源
は
、「
高た

け

・
長た

け

・
猛た

け

・
武た

け

」
な
ど
、
そ
の
成
長
力
の
著
し
さ
の

神
秘
性
に
由
来
す
る
と
さ
れ
る
。
細
い
竹
を
短
く
切
り
玉
の
よ
う
に
紐ひ

も

に
通
し
神
事
に

用
い
ら
れ
る
祭
具
「
た
か
た
ま
」（『
万
葉
集
』
巻
三
―
三
七
九
／
巻
九
―
一
七
九
〇
）

や
、
枕ま

く
ら

詞こ
と
ば

「
さ
す
竹
の
」
が
タ
ケ
の
旺
盛
な
生
育
力
か
ら
、
皇
子
・＊

大お
お

宮み
や

人び
と

な
ど
の

長
寿
・
繁
栄
の
祝
意
を
表
す
（
同
巻
二
―
一
六
七
／
巻
六
―
九
五
五
）
の
は
、
こ
う
し

た
竹
の
呪
性
・
霊
性
を
示
す
一
例
で
あ
ろ
う
。

　
「
竹
」
の
万
葉
仮
名
表
記
を
「
多○
気○
乃
波
也
之
爾
（
竹○
の
林
に
）」（
同
巻
五
―
八
二
四
）

の
よ
う
に
「
多
気
」
と
す
る
の
は
中
国
文
化
に
な
じ
ん
だ
知
識
人
の
漢
字
の
遊
び
で
も

あ
る
が
、
満
ち
あ
ふ
れ
る
「
気
（
天
地
宇
宙
の
根
源
を
な
す
パ
ワ
ー
）」
を
竹
の
特
性

と
み
た
か
ら
で
も
あ
ろ
う
か
。

　

竹
を
用
い
た
豊
富
な
民
具
や
、　

＊

長な
が

岡お
か

京き
ょ
う

の
排
水
施
設
に
も
使
用
さ
れ
た
マ＊

ダ
ケ
の

筒
管
な
ど
、
古
来
、
人
々
の
日
常
の
生
活
空
間
は
、
身
近
な
竹
細
工
に
あ
ふ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
る
。
⑴
し
か
し
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、〈
竹
取
説
話
〉
が
貧
弱
で
あ
っ
た

よ
う
に
、
古
典
文
学
に
お
け
る
竹
の
文
学
的
映
像
は
意
外
な
ほ
ど
希
薄
で
あ
る
。 

中
国

文
学
の
中
で
「
竹
」
は
重
視
さ
れ
る
も
の
の
一
つ
な
の
に
対
し
、や
ま
と
こ
と
ば
の
エ
ッ

セ
ン
ス
を
育
ん
で
き
た
歌＊

語
（
う
た
こ
と
ば
）
と
し
て
の
竹
の
形
象
、
和
歌
的
イ
メ
ー

ジ
は
、
む
し
ろ
貧
弱
で
さ
え
あ
る
。

　

平
安
朝
の
和
歌
が
竹
を
題
材
と
す
る
場ば

合あ
い

、「
な
よ
竹
の
夜○
長
き
う
へ
に
初
霜
の
」

（『
古＊

今
集
』
巻
一
八
―
雑
下
・
九
九
三
）、「
呉く

れ

竹た
け

の
世○
世○
に
も
絶
え
ず
」（
同
巻
一
九

―
雑
体
・
一
〇
〇
二
）
の
よ
う
に
「
よ
（
節
と
節
の
間
の
円
筒
状
の
部
分
）」
を
「
夜
・

世
」、
あ
る
い
は
、
以
下
の
よ
う
に
「
節ふ

し

」
を
「
時ふ

し節
・
伏
し
」
の
縁＊

語
・
掛か

け

詞こ
と
ば

と
す

る
音
通
上
の
利
用
が
大
半
を
な
す
。『
竹
取
物
語
』
と
同
時
代
の
『
古
今
集
』
を
の
ぞ

い
て
み
よ
う
。

5
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を
特
別
の
も
の
と
す
る
記
述
の
多
い
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。

　
⑷『
竹
取
物
語
』
冒
頭
の
か
ぐ
や
姫
の
竹
中
誕
生
の
部
分
は
、
い
か
に
も
お
と
ぎ
話

の
一
コ
マ
と
し
て
古
代
伝
承
の
残
存
と
見
ら
れ
や
す
い
が
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
作
品

中
、
こ
の
冒
頭
場
面
以
外
に
竹
が
再
び
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
し
、
竹
が
物
語
を
推
進

す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
も
な
い
。 

し
か
も
「
竹
」
に
関
す
る
平
安
文
学

の
世
界
で
の
イ
メ
ー
ジ
は
決
し
て
豊
富
な
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
の
期
待

を
裏
切
る
ほ
ど
に
希
薄
で
さ
え
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
竹
中
出
現
を
主
人
公
誕

生
の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
と
し
て
採
用
す
る
に
は
、
よ
り
大
き
な
別
の
イ
ン
パ
ク
ト
が

あ
っ
た
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

当
時
の
第
一
級
の
知
識
人
で
あ
る
作
者
の
価
値
観
か
ら
す
れ
ば
、
野
卑
で
通
俗
的
な

古
来
の
伝
承
を
そ
の
ま
ま
記
録
す
る
は
ず
は
な
い
（
現
代
の
民
話
学
の
よ
う
に
、
原
話

を
忠
実
に
録
音
す
る
よ
う
に
採
取
す
る
こ
と
に
価
値
観
を
抱
く
こ
と
は
な
か
っ
た
）。

そ
こ
に
は
、
よ
り
積
極
的
な
新
た
な
意
味
合
い
を
見み

出い
だ

し
て
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

中
国
渡
来
の
神
仙
小
説
類
か
ら
触
発
さ
れ
た
「
竹
」
の
も
つ
強
力
な
価
値
（
イ
メ
ー

ジ
）
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
に
く
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。「
竹
」
と
い
え
ば
仙
境
・

仙
人
・　

＊

崑こ
ん
ろ
ん崙

山
等
が
直
接
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
仙
女
の
誕
生
を

竹
の
中
か
ら
と
す
る
の
は
ま
こ
と
に
適
切
な
選
択
で
あ
っ
た
。

　

わ
が
国
在
来
の
ハ＊

チ
ク
・
ク
レ
タ
ケ
等
を
中
心
に
、
実
用
性
に
富
み
、
身
近
に
あ
り

ふ
れ
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
た
「
竹
」
は
、
神
仙
小
説
類
を
耽た

ん

読ど
く

す
る
知
識
人
に

よ
り
、
そ
の
日
常
的
な
風ふ

う

貌ぼ
う

を
一
新
し
て
、
神
仙
世
界
と
密
接
に
関
わ
る
イ
メ
ー
ジ
に

転
換
・
更
新
さ
れ
て
登
場
し
て
き
た
と
い
う
の
が
実
情
で
あ
ろ
う
。む
ろ
ん
そ
こ
に
は
、

漢
語
「
竹
」
の
訓よ

み

で
あ
る
、
和
名
「
タ
ケ
」
の
呼
称
の
由
来
で
あ
っ
た
呪
力
・
霊
力
を

古
来
よ
り
保
存
し
て
い
た
こ
と
が
、
新
来
の
神
仙
世
界
の
「
竹
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね

や
す
か
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
。

　

言
い
方
を
か
え
れ
ば
、
古
来
必
ず
し
も
明
示
的
に
は
現
れ
に
く
か
っ
た
竹
の
霊
性

は
、
新
た
な
神
仙＊

譚た
ん

の
乗
り
物
を
得
て
、
あ
ら
た
め
て
よ
り
強パ

ワ
フ
ル力
な
呪
性
を
発
見
的
に

付
与
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
文
化
の
移
入
・
摂
取
は
、
常
に
習
合
的
な

込
ま
れ
る
（『
菅
家
文
草
』
巻
五
）。

　

平
安
中
期
の
文
人
学
者
も
ま
た
、「
修
竹
（
長
い
竹
）
は
冬
に
も
青
し
」
と
題
す
る 

詩＊

序
の
中
で
、「
そ
も
そ
も
竹
と
い
う
も
の
は
、　

＊

羅
あ
や
ぎ
ぬ

を
切
り
揃そ

ろ

え
た
よ
う
な
青
く
美

し
い
葉
、　

＊

碧へ
き
ぎ
ょ
く玉

に
も
似
た
幹
ゆ
え
に
、
か
の
晋し

ん

の
王
子
猷
も
、
特
に
植
え
て
《
こ
の

君
》
と
讃た

た

え
た
し
、
唐
の
白＊

居
易
も
こ
と
さ
ら
に
愛
で
て
《
我
が
友
》
と
し
た
…
…

竹
の
生
い
茂
る
こ
の
庭
は
ま
る
で
仙
境
（「＊

壺こ

中ち
ゅ
う

・
象
外
」）
の
よ
う
な
楽
し
み
に
満

ち
、
こ
の
理
想
郷
の
竹
に
負
け
な
い
忠
節
な
志
を
誓
お
う
」
と
い
う
（『
本
朝
文
粋
』

巻
一
一
）。

　

白
居
易
の
詩
文
集
（『
白
氏
文
集
』）
は
、
承＊

和
期
に
移
入
さ
れ
て
以
来
、
平
安
び
と

の
絶
大
な
支
持
の
も
と
、
作
詩
・
作
文
の
手
本
と
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
広
く
彼
ら

の
気
の
き
い
た
言
語
生
活
上
の
愛あ

い

玩が
ん

物
と
も
な
っ
て
い
た
。

　

右
の
詩
序
は
、
当
時
の
王
朝
漢
詩
文
の
ほ
と
ん
ど
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
白
居

易
の
数
多
く
の
「
竹
」
を
題
材
と
す
る
作
品
中
の
語
句
を
利
用
し
て
の
作
の
ひ
と
つ
。

し
か
も
そ
の
白
居
易
は
、「
松
」
や
「
菊
」
よ
り
も
「
竹
」
を
こ
そ
最
も
愛
好
す
る
と

ま
で
い
う
。「
西
省
の
松
を
憶お

も

わ
ず
、
南
宮
の
菊
を
も
憶
わ
ず
。
唯た

だ
憶
う
は
新し

ん

昌し
ょ
う

堂ど
う

の
、
蕭し

ょ
う

蕭し
ょ
う

た
る
北
窓
の
竹
の
み
」（「
思
竹
窓
」『
白
氏
文
集
』
巻
八
）
と
。

　

白
居
易
に
と
っ
て
、
竹
は
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
。
長ち

ょ
う
け
い慶

二
年
（
八
二
二
）、
彼
が

五
十
一
歳
、　

＊

杭こ
う

州し
ゅ
う

の
刺し

史し

（
州
の
長
官
）
の
時
、　

＊

西さ
い

湖こ

の
孤＊

山
の
傍か

た
わ

ら
に
多
く
の
竹

を
植
え
た
小
閣
に
し
ば
し
ば
休
息
し
た
が
、そ
の
折
の
感
興
を
次
の
よ
う
に
表
す
。「
夕

べ
に
竹
の
繁し

げ

る
宿
に
眠
れ
ば
、
清
虚
な
る
こ
と
仙
薬
を
⑶
服
用
し
た
か
の
よ
う
、
一
人

静
か
な
る
こ
と
隠
居
の
如ご

と

く
、修
道
せ
ず
と
も
悟
り
の
境
地
に
至
る
よ
う
だ
」
と
（「
宿

竹
閣
」『
白
氏
文
集
』
巻
二
〇
）。

　

な
お
、
竹
林
は
、
道＊

教
徒
の
み
な
ら
ず
仏
教
徒
に
も
宗
教
的
な
霊
的
空
間
と
し
て
特

別
視
さ
れ
た
と
い
う
か
ら
、
竹
・
竹
林
は
、
い
ず
れ
も
現
世
を
隔
絶
し
た
特
殊
な
雰
囲

気
を
も
つ
も
の
と
知
ら
れ
る
。
わ
が
国
で
「
竹
を
詠
む
」
詩
は
、
九
世
紀
後
半
期
の
島

田
忠
臣
、
菅
原
道
真
か
ら
は
じ
ま
る
と
い
う
。

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
漢
文
世
界
、
と
り
わ
け
て
神
仙
世
界
に
関
わ
っ
て
「
竹
」
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杭こ
う

州し
ゅ
う 

― 

―
中
国
の
都
市
。

　
　
　
　

西さ
い

湖こ 

― 

―
杭
州
に
あ
る
湖
。

　
　
　
　

孤
山 

― 

―
西
湖
の
中
に
あ
る
島
。

　
　
　
　

道
教 

― 

―
中
国
固
有
の
宗
教
。

　
　
　
　

崑こ
ん
ろ
ん崙

山 

― 

―
中
国
の
西
方
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
霊
山
。
不
死
の
仙
女
西

王
母
の
住
む
所
と
さ
れ
た
。

　
　
　
　

ハ
チ
ク
・
ク
レ
タ
ケ 

― 

―
そ
れ
ぞ
れ
竹
の
種
類
。

　
　
　
　

譚た
ん 

― 

―
話
。
物
語
。

も
の
で
あ
る
。
⑸
受
け
手
側
に
受
け
入
れ
る
素
地（
の
自
覚
）が
あ
っ
て
初
め
て
、摂
取
・

受
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
渡
辺
秀
夫
「
か
ぐ
や
姫
と
浦
島
」
に
よ
る
）　

　

〔
注
〕
大お

お

宮み
や

人び
と 
― 
―
宮
中
に
仕
え
る
人
。

　
　
　
　

長な
が

岡お
か

京き
ょ
う 

― 
―
七
八
四
年
か
ら
十
年
間
、
現
在
の
京
都
府
に
置
か
れ
た
都
。

　
　
　
　

マ
ダ
ケ 

― 

―
竹
の
種
類
。

　
　
　
　

歌
語 

― 

―
和
歌
な
ど
を
詠よ

む
時
に
用
い
ら
れ
る
言
葉
や
表
現
。

　
　
　
　

古
今
集 

― 

―
古
今
和
歌
集
。

　
　
　
　

縁
語 

― 

―
修
辞
法
の
一
つ
。
和
歌
な
ど
で
、
一
つ
の
言
葉
に
意
味
上
縁
の

あ
る
言
葉
を
使
っ
て
表
現
に
お
も
し
ろ
み
を
だ
す
こ
と
。
ま
た
、

そ
の
言
葉
。

　
　
　
　

島し
ま

田だ

忠の
た
だ
お
み臣 

― 

―
平
安
時
代
前
期
の
貴
族
。
詩
人
。

　
　
　
　

王お
う

子し

猷ゆ
う

（
徽き

之し

） 

― 

―
中
国
の
文
人
。

　
　
　
　

続し
ょ
く

日に

本ほ
ん

後こ
う

紀き 

― 

―
平
安
時
代
前
期
の
歴
史
書
。

　
　
　
　

藤ふ
じ
わ
ら
の

原
吉よ

し

野の 

― 

―
平
安
時
代
前
期
の
貴
族
。

　
　
　
　

竹
林
七
賢
人 

― 

―
三
世
紀
ご
ろ
中
国
に
お
い
て
、
世
俗
を
離
れ
て
哲
学
論

議
を
楽
し
ん
だ
七
人
の
知
識
人
。

　
　
　
　

費
長
房 

― 

―
中
国
の
仏
教
学
者
。

　
　
　
　

詩
序 

― 

―
漢
詩
や
漢
詩
集
に
つ
け
る
、
そ
の
書
に
関
し
た
こ
と
を
書
く
文
章
。

　
　
　
　

羅
あ
や
ぎ
ぬ 

― 

―
美
し
い
織
り
物
。

　
　
　
　

碧へ
き
ぎ
ょ
く玉 

― 

―
宝
石
の
一
種
。   

　
　
　
　

白
居
易 

― 

―
中
国
の
詩
人
。

　
　
　
　

壺こ

中ち
ゅ
う

・
象
外 

― 

―
「
壺
中
」
も
「
象
外
」
も
「
仙
境
」
と
同
じ
意
味
の
語
。

中
国
の
故
事
に
よ
る
表
現
。

　
　
　
　

承
和
期 

― 

―
八
三
四
年
か
ら
八
四
八
年
。
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〔
問
２
〕 ⑵
こ
れ
に
対
し
、『
竹
取
物
語
』
の
作
者
層
に
属
す
る
平
安
前
期
の
漢
詩
人

た
ち
の
作
例
は
、
中
国
詩
文
の
そ
れ
を
規
範
と
し
て
模
倣
す
る
。 

と
あ
る
が
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

平
安
前
期
の
漢
詩
人
た
ち
の
「
竹
」
を
題
材
と
す
る
作
品
に
は
、
中
国
に
お
け

る
竹
に
関
連
し
た
小
話
や
故
事
な
ど
に
基
づ
い
た
「
竹
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
取
り
入

れ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

平
安
前
期
の
漢
詩
人
た
ち
の
「
竹
」
を
題
材
と
す
る
作
品
に
は
、
中
国
の
「
千

古
な
お
隣
あ
り
」
と
い
う
批
評
な
ど
に
基
づ
い
た
「
竹
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
流
用
さ

れ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

平
安
前
期
の
漢
詩
人
た
ち
の
「
竹
」
を
題
材
と
す
る
作
品
に
は
、「
松
」
や
「
菊
」

よ
り
高
尚
だ
と
い
う
中
国
の
通
俗
的
な
伝
承
な
ど
に
基
づ
い
た
「
竹
」
の
イ
メ
ー

ジ
が
援
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

平
安
前
期
の
漢
詩
人
た
ち
の
「
竹
」
を
題
材
と
す
る
作
品
に
は
、
中
国
渡
来
の

神
仙
小
説
類
を
愛
読
す
る
知
識
人
の
世
界
観
な
ど
に
基
づ
い
た
「
竹
」
の
イ
メ
ー

ジ
が
写
し
と
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。

〔
問
１
〕 ⑴
し
か
し
ま
た
、
そ
の
一
方
で
、〈
竹
取
説
話
〉
が
貧
弱
で
あ
っ
た
よ
う
に
、

古
典
文
学
に
お
け
る
竹
の
文
学
的
映
像
は
意
外
な
ほ
ど
希
薄
で
あ
る
。 

と
あ

る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

日
本
人
は
生
活
に
根
付
い
た
も
の
と
し
て
竹
を
活
用
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
平
安
期
の
和
歌
に
お
い
て
「
竹
」
は
、
霊
性
や
呪
性
と
い
う
虚
構
を
構
築
す

る
た
め
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

日
本
人
は
神
聖
な
祭
具
と
し
て
竹
を
用
い
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
安
期

の
和
歌
に
お
い
て
「
竹
」
は
、
人
生
を
嘆
く
人
間
を
見
放
す
世
間
の
象
徴
と
し
て

し
か
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

日
本
人
は
竹
の
満
ち
あ
ふ
れ
る
力
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平

安
期
の
和
歌
に
お
い
て
「
竹
」
は
、
竹
自
体
の
形
質
的
な
特
性
に
よ
る
価
値
し
か

見
い
だ
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

日
本
人
は
古
く
か
ら
竹
に
親
し
ん
で
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
平
安
期
の
和
歌

に
お
い
て
「
竹
」
は
、
関
連
の
深
い
語
の
音
を
用
い
た
修
辞
に
ば
か
り
使
わ
れ
る

だ
け
の
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。
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〔
問
５
〕
次
の
発
言
は
⑸
受
け
手
側
に
受
け
入
れ
る
素
地
（
の
自
覚
）
が
あ
っ
て
初
め

て
、
摂
取
・
受
容
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

に
つ
い
て
生
徒
た
ち
が
意
見
を
出
し

合
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
の
内
容
を
正
し
く
踏
ま
え
て
の
発
言
と
し
て
最

も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

日
本
人
は
、
白
居
易
の
竹
を
題
材
と
し
た
詩
な
ど
を
読
ん
で
い
た
よ
ね
。
そ
れ

だ
か
ら
、
他
国
の
文
化
を
受
け
入
れ
る
と
い
う
力
が
つ
ち
か
わ
れ
て
い
て
、
中
国

文
化
か
ら
学
ん
で
日
本
文
化
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
こ
こ

で
は
述
べ
て
い
る
ん
だ
と
思
う
よ
。

イ　

日
本
人
は
、
万
葉
の
時
代
か
ら
竹
に
満
ち
あ
ふ
れ
る
力
を
見
い
だ
し
て
き
た
ん

だ
ね
。
そ
れ
で
、
神
仙
と
密
接
に
関
わ
る
存
在
だ
と
い
う
、
中
国
に
お
け
る
竹
の

イ
メ
ー
ジ
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
は
述
べ
て
い
る

ん
だ
と
思
う
よ
。

ウ　

日
本
人
は
、
長
岡
京
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
昔
か
ら
竹
を
身
近
な
も
の
と
し

て
生
活
空
間
の
中
で
用
い
て
い
た
よ
ね
。
そ
れ
は
、
中
国
か
ら
来
た
竹
の
イ
メ
ー

ジ
を
日
本
文
化
に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
は

述
べ
て
い
る
ん
だ
と
思
う
よ
。

エ　

日
本
人
は
、
平
安
時
代
、
竹
を
題
材
と
す
る
和
歌
を
作
っ
て
い
て
、
竹
を
文
学

に
取
り
入
れ
る
こ
と
が
で
き
て
い
た
ん
だ
ね
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
国
文
学
に
お
け
る

竹
の
扱
い
方
を
す
ぐ
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
は
述
べ

て
い
る
ん
だ
と
思
う
よ
。

〔
問
３
〕 ⑶
服
用 

と
あ
る
が
こ
の
意
味
の
「
服
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
と
し
て

最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

衣
服

イ　

感
服

ウ　

内
服

エ　

征
服　

  〔
問
４
〕 ⑷『
竹
取
物
語
』
冒
頭
の
か
ぐ
や
姫
の
竹
中
誕
生
の
部
分
は
、
い
か
に
も
お

と
ぎ
話
の
一
コ
マ
と
し
て
古
代
伝
承
の
残
存
と
見
ら
れ
や
す
い
が
、
不
思
議

な
こ
と
に
、
作
品
中
、
こ
の
冒
頭
場
面
以
外
に
竹
が
再
び
登
場
す
る
こ
と
は

な
い
し
、
竹
が
物
語
を
推
進
す
る
モ
チ
ー
フ
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
も
な
い
。

と
あ
る
が
、『
竹
取
物
語
』
に
お
い
て
「
竹
」
が
果
た
し
た
役
割
の
説
明
と

し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

か
ぐ
や
姫
と
い
う
現
世
と
隔
絶
し
た
仙
界
の
女
性
の
存
在
を
身
近
で
日
常
的
な

も
の
に
し
て
い
る
。

イ　

か
ぐ
や
姫
と
い
う
現
世
と
隔
絶
し
た
仙
界
の
女
性
の
誕
生
の
場
面
を
鮮
や
か
に

写
実
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。

ウ　

か
ぐ
や
姫
と
い
う
現
世
と
隔
絶
し
た
仙
界
の
女
性
が
随
所
で
竹
の
力
に
頼
る
状

況
を
現
実
的
な
も
の
に
し
て
い
る
。

エ　

か
ぐ
や
姫
と
い
う
現
世
と
隔
絶
し
た
仙
界
の
女
性
が
誕
生
し
た
こ
と
を
印
象
的

な
も
の
に
し
て
い
る
。
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国　
　
　

語

１　

問
題
は 　
　

か
ら 　
　

ま
で
で
、
17
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
。

注　
　
　

意

（ 6－戸）

1

5

6̶

戸

国　
　

語
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