
命
綱
七
年
度

圏
注

　　　　　　

意

１

　

問
題
は
１
ペ
Ｔ
ジ
か
ら
５
ペ
ー
ジ
ま
で
あ
り
、
こ
れ
と
は
別
に
解
答
用
紙
が
１
枚
あ
る
。

２

　

解
答
は
、
全
て
別
紙
解
答
用
紙
の
該
当
欄
に
書
き
入
れ
る
こ
と
。



次
の
文
章
を
読
ん
で
「
ー
～
８
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

回^
～
圏
は
、
そ
れ
ぞ
れ
段
落
を
示
す
番
号
で
あ
る
。）

国

脳
を
広
く
使
っ
た
直
観
力
で
物
事
を
判
断
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り

集
中
力
を
発
揮
せ
ずか構
外
散
系
を
活

　

性
化
さ
せ
た
状
態
で
物
事
を
決
め
る
こ
と
が
、
良
い
意
思
決
定
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
多
く
の
人
が

「そ
れ

囲で識輪蜘豹鴎械岬錨脳軽輔聯鰍夢鮭蝋訓鯛純翻劇％籾詐超艶禅ぶ郷瀞一博跡炉根拠を言語化して示

　

す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
、
大
規
模
な
デ
ー
タ
が
あ
れ
ば
理
想
的
で
、
な
く

　

て
も
象
徴
的
な
具
体
例
な
ど
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
あ
る
程
度
は
論
理
的
に
説
明
で
き
た
、
と
い
う
こ

▲
と
に
な
る
ｏ
し
か
し
・
い
わ
ゆ
る
論
理
的
な
決
定
と
い
絹
斜
科
玉
条
に
も
・
大
き
な
落
と
し
穴
が
あ
る
こ
と
を

　

知

っ
て
お
か
な
い
と
い
け
な
い
。

図

　

論
理
的
思
考
に
お
い
て
は
、
課
題
に
対
す
る
回
答
・
主
張
を
言
葉
に
よ
っ
て
明
確
化
す
る
。
こ
れ
は
簡
単
に

　

言
え
ば
、
ま
ず

「自
分
は
～
だ
と
思
う
」
と
結
論
を
シ
ン
プ
ル
な
言
葉
で
表
現
し
、
そ
し
て
「な
ぜ
な
ら
～
と

　

い
◎
デ
，
夕
が
あ
る
か
ら
」
と
、
そ
の
主
張
を
支
え
る
事
実
を
示
す
こ
と
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
し
て
こ
の
際

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

強
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
根
本
的
な
弱
点
と
言
っ
て
も
い
い
で
あ
ろ
う
。

図

　

シ
ン
プ
ル
と
言
え
ば
通
常
は
わ
か
り
や
す
い
こ
と
を
示
し
て
い
て
褒
め
言
葉
で
あ
る
が
、
単
純
化
と
な
る
と
、

　　　　　　　　　　　　　　

（注
３
）わ
い
し
よ
う

　

表
面
的

・
一
面
的
な
問
題
の
媛
小
化
に
つ
な
が
り
や
す
い
の
で
注
意
が
必
要
だ
。
世
の
中
を
正
し
く
理
解
し
、

　

最
適
解
に
近
い
方
向
性
を
見
い
だ
す
に
は
論
理
だ
け
で
は
難
し
い
理
由
は
、
そ
こ
に
あ
る
。

回

ま
た
・
論
理
的
恩
考
で
は
脳
の
部

分
縦

中
系
し
か
使
っ
て
い
な
い
ｏ
貫
か
Ｂ
か
＝
ィ
ェ
ス
か
ノ
ー
か
」

　

と
問
い
の
範
囲
を
狭
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
の
脳
を
使
わ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
時
に
そ
う
い
っ
た
思
考

　

法
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
こ
の
複
雑
な
世
の
中
で
本
当
の
意
味
で
の
最
適
解
か
ら
は
離
れ

　

て
い
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

回

　

つ
ま
り
、
論
理
的
思
考
に
お
い
て
、
言
語
化
が
必
須
で
あ
る
一
方
で
、
言
語
化
は
物
事
を
過
剰
に
単
純
化
さ

　

せ
て
し
ま
う
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
多
く
の
複
雑
な
事
象
が
、
言
語
に
よ
っ
て
一
つ
に
ま
と
め
ら

　

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

回

　

課
題
設
定
の
段
階
で
の
単
純
化
は
、
デ
１
夕
の
扱
い
に
も
影
響
す
る
。
果
た
し
て
目
の
前
の
デ
ー
タ
だ
け
で

　

物
事
を
判
断
し
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か
、
そ
の
デ
ー
タ
の
解
釈
に
自
分
の
個
性
・
癖
・
強
み
が
色
濃
く
反
映
さ

　

れ
て
偏
っ
た
判
断
に
な
っ
て
い
な
い
か
、そ
う
い
っ
た
こ
と
に
疑
い
の
目
を
持
つ
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
ｏ

　　　　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④

　

常
に
、
こ
う
い
っ
た
批
判
的
な
目
で
自
分
の
判
断
を
「十
十輪
十
」に
評
価
し
て
い
る
こ
と
を

「ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ

　

ン
キ
ン
グ

（批
判
的
思
考
）」
と
呼
ぶ
。

回

　

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
，
シ
ン
キ
ン
グ
は
論
理
的
思
考
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
を
明
確
に
し
て
、

　

具
体
的
な
問
い
や
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
が
出
発
点
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
言
語
化
が
な
さ
れ
る
の
で
、

　

そ
れ
に
よ
る
単
純
化
に
よ
っ
て
見
落
と
さ
れ
た
重
要
な
論
点
は
な
い
か
を
考
え
る
。
時
々
、
言
語
化
の
前
の
段

　

階
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
わ
け
だ
。

回

　

そ
し
て
、ノあ
る
デ
ー
タ
が
手
元
に
あ
れ
ば
、
こ
の
他
に
も
デ
ー
タ
は
な
い
の
か
、
こ
の
デ
ー
タ
の
と
り
方
は
適

　

正
か
、
と
い
っ
た
批
判
的
な
目
で
見
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
「ど
う
し
て
こ
う
な
る
の
だ
ろ
う
」「本
当
に
こ

　

の
考
え
方
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
問
い
を
常
に
自
分
に
突
き
付
け
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
ｏ

回

　

こ
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
．
シ
ン
キ
ン
グ
の
よ
う
な
考
え
方
が
注
目
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
変
化
の
激
し
い
現

　

代
で
は
、
前
例
や
慣
習
に
縛
ら
れ
た
思
考
を
し
て
い
た
の
で
は
物
事
の
本
質
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

　

う
危
機
感
が
あ
る
ヨ
ブ
ー
タ
の
正
し
い
解
釈
と
物
事
の
本
質
に
近
い
最
適
な
結
論
に
た
ど
り
着
く
た
め
に
は
・

　

批
判
的
な
目
で
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
事
実
を
再
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
近
道
に
な
る
か
ら
だ
。

　　　　　　　　　　

　
　

　　　　　　

　

　

で
、
新
し
い
解
釈
、
新
し
い
思
考
を
生
み
出
し
て
い
く
。
論
理
的
思
考
だ
け
に
頼
っ
て
問
い
や
主
張
を
常
に
言

　

語
化
し
て
単
純
化
し
て
い
る
と
、
自
分
の
経
験
知
の
意
味
記
憶
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
す
ん
な
り
と
組
み
込
ま
れ
に

　

く
く
な
る
。
言
語
化
す
る
こ
と
な
く
複
雑
な
も
の
を
複
雑
な
ま
ま
捉
え
、
そ
れ
を
も
と
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

　

て
、
は
じ
め
て
物
事
や
課
題
を
本
質
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
や
す

　

く
な
る
の
で
あ
る
。

圃

　

こ
の
「考
え
て
、
理
解
す
る
」
こ
と
こ
そ
が
重
要
だ
。
理
解
し
た
こ
と
で
あ
れ
ば
脳
内
に
し
っ
か
り
と
記
憶

　

さ
れ
、
そ
の
後
で
思
考
す
る
時
に
多
く
の
情
報
を
引
き
付
け
る
よ
う
”略
「
結
び
つ
き
の
た
め
の
突
起
を
持
っ
て

　

い
る
」
と
言
っ
て
も
い
い
。
深
く
考
え
る
時
の
基
準
点
、
あ
る
い
偽
ベ
ブ
と
な
っ
て
く
れ
る
わ
け
だ
ｏ
．

圏

「前
提
を
疑
う
」
と
い
う
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
の
精
神
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
、
論
理
思
考
と
直
観

　

思
考
を
つ
な
ぐ
橋
渡
し
の
役
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
課
題
設
定
は
正
し
い
の
か
と
問
う
こ
と
は
、
直
観

　

を
得
る
た
め
に
必
要
な
、
「十
旧
］
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
・

国

　

言
語
化
以
前
の
複
雑
な
状
況
を
常
に
意
識
す
る
こ
と
で
、
課
題
解
決
に
向
け
た
思
考
が
単
純
な
モ
デ
ル
と
し

　

て
媛
小
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
メ

ジ
と
し
て
は
、
ど
ん
ど
ん
目
的
地
の
下
流
へ

　

向
か
っ
て
問
い
を
狭
め
て
い
く
の
で
は
な
く
、
上
流
の
、
よ
り
本
質
に
近
い
問
い
を
見
失
わ
な
い
よ
う
に
す
る

　

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
本
質
的
な
問
い
を
考
え
る
時
に
は
、
脳
を
広
く
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、

　

脳
の
記
憶
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
性
化
し
て
優
れ
た
直
観
に
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
だ
。

命
石
立

　

康
男

『直
観
脳
』
に
よ
る
。）



１

　

図
段
落
の
ー
ー
線
①

「筋
」
と
あ
る
が
、
行
書
で
書
か
れ
た
次
の
ア
～
エ
の
漢
字
の
う
ち
、
楢
書
で
書
い
た
場
合

　

の
総
画
数
が
、
措
書
で
書
か
れ
た

「筋
」
の
総
画
数
と
同
じ
に
な
る
も
の
を

一

　

つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

ァ
・
鋭

　

ィ

楓

　

ゥ

鰹

　

工

　

頻

，

筋
ー
十
二
画

ア

統
ー
十
二
画

イ

閉
ー
十

一
画

ウ

　

照
ー
十
三
画

エ

　

振
ー
十
画

　
　

　

　

２

　

回
段
落
の
ー
ー
線
②
「そ
の
主
張
と
事
実
を
結
ぶ
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
中
で
使
わ
れ
て
い
な
い
品
詞

と
し
て
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一

　

つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　

ア

　

形
容
詞

　　

イ

名
詞

　　

ウ

　

副
詞

　　

エ

　

助
詞

連
体
名
助
名
助
動
名
助

　

形

助
動

助
動

　

そ
の
主
張
と
事
実
を
結
ぶ
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

答

　

ウ

３

　

団
段
落
の
「上
恥
Ｌ
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　

ア

　

間
接
的

　　

イ

　

包
括
的

　　

ウ

懇
意
的

　　

エ

　

客
観
的

団

　

課
題
設
定
の
段
階
で
の
単
純
化
は
、
デ
１
夕
の
扱
い
に
も
影
響
す
る
。
果
た
し
て
目
の
前
の
デ
ー
タ
だ
け
で

　

物
事
を
判
断
し
て
し
ま
っ
て
い
い
の
か
、
そ
の
デ
ー
タ
の
解
釈
に
自
分
の
個
性
・
癖

・
強
み
が
色
濃
く
反
映
さ

　

れ
て
偏
っ
た
判
断
に
な
っ
て
い
な
い
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
に
疑
い
の
目
を
持
つ
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　　　　　　　　　

・

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

④

　　　　　　　　　　

／

　

常
に
、
こ
う
い
っ
た
批
判
的
な
目
で
自
分
の
判
断
を
「Ｌ
凶
Ｈ
］
に
評
価
し
て
い
る
こ
と
を

「ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ

　

ン
キ
ン
グ

（批
判
的
思
考
）」
と
呼
ぶ
。

ア
　

間
接
的
ー
何
か
が
間
に
介
在
し
て
物
事
が
行
わ
れ
る
さ
ま

イ

包
括
的
ー
全
体
を
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
こ
と

ウ

恋
意
的
ー
自
分
の
都
合
や
思
い
付
き
で
行
動
す
る
こ
と

工

　

客
観
的
ー
自
分
の
主
観
や
感
情
な
ど
に
と
ら
わ
れ
ず

物
事
を
見
た
り
考
え
た
り
す
る
こ
と



４

　

回
段
落
の
・ー
ー
・線
③

「論
理
の
強
み
で
あ
る
と
同
時
に
、
根
本
的
な
弱
点
と
言
っ
て
も
い
い
」
と
あ
る
が
、
論
理

　

の
強
み
と
弱
点
に
つ
い
て
、
本
文
の
趣
旨
に
添
っ
て
説
明
し
た
次
の
文
の
［自
国
目
］
、
「お
糊
＝］
、
「十
お
目
］
に
当
て

　

は
ま
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
国
～
国
段
落
の
文
中
か
ら
、
「十
十園
＝
］
は
三
字
、
「上
節
目
］
は
十
二
字
以
上
十
五
字
以

内
、
「十
に
十
」
は
二
十
字
以
上
二
十
五
字
以
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

　

論
理
的
思
考
に
お
い
て
は
、
「Ｈ
園
＝
］に
よ
っ
て
課
題
と
そ
の
回
答
・主
張
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
が
、
［＝
＝岡
目
］は
、

課
題
設
定
に
お
い
て
、
複
雑
な
世
界
を
単
純
化
さ
せ
、
［
＝回
目
］に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
［＝
卿
＝
］こ
と
が

難
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
。

国

シ
ン
プ
ル
と
言
え
ば
通
詣
…搬
助
か
り
や
す
い
こ
と
を
示
し
て
い
て
褒
め
言
葉
で
あ
る
が
、
単
純
化
と
な
る
と
・

　

表
面
的
・
一
面
的
な
問
題
の
媛
小
化
に
つ
な
が
り
や
す
い
の
で
注
意
が
必
要
だ
。
世
の
中
を
正
し
く
理
解
し
、

　

最
適
解
に
近
い
方
向
性
を
見
い
だ
す
に
は
論
理
だ
け
で
は
難
し
い
理
由
は
、
そ
こ
に
あ
る
。

回

ま
た
・
論
理
的
思
考
で
は
脳
の
一部
分
署
集
中
系
し
か
使
っ
て
い
な
い
ｏ
「Ａ
か
Ｂ
か
」
「イ
エ
ス
か
ノ
Ｔ
か
」

　

と
問
い
の
範
囲
を
狭
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
以
外
の
脳
を
使
わ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
時
に
そ
う
い
っ
た
思
考

　

法
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、
こ
の
複
雑
な
世
の
中
で
本
当
の
意
味
で
の
最
適
解
か
ら
は
離
れ

　

て
い
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

回

　

つ
ま
り
、
論
理
的
思
考
に
お
い
て
、
言
語
化
が
必
須
で
あ
る
一
方
で
、
言
語
化
は
物
事
を
過
剰
に
単
純
化
さ

　

せ
て
し
ま
う
こ
と
を
知
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
多
く
の
複
雑
な
事
象
が
、
言
語
に
よ
っ
て
一
つ
に
ま
と
め
ら

　

れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

６
段
落
を
見
る

答

　

ｑ

　

言
語
化

４
段
落
を
見
る

答
ｂ

表
面
的
二

面
的
な
問
題
の
媛
小
化

ｃ

　

世
の
中
を
正
し
く
理
解
し
、
最
適
解
に

　

近
い
方
向
性
を
見
い
だ
す

５

　

回
段
落
の
・ー
ー
線
④

「ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ

（批
判
的
思
考
）」
に
つ
い
て
、
文
中
に
は
、
ク
リ
テ
ィ

カ
ル
．
シ
ン
キ
ン
グ
が
注
目
さ
れ
て
い
る
理
由
を
、論
理
的
思
考
に
お
い
て
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
が
も
た
ら
す

効
果
を
示
し
な
が
ら
述
べ
て
い
る
一文
が
あ
る
。
そ
の
一
文
と
し
て
最
も
適
当
な
一
文
を
、
国
～
国
段
落
の
文
中
か
ら

抜
き
出
し
、
そ
の
最
初
の
五
字
を
書
け
。

国

　

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
．
シ
ン
キ
ン
グ
は
論
理
的
思
考
か
ら
発
展
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
目
的
を
明
確
に
し
て
、

　

具
体
的
な
問
い
や
課
題
を
設
定
す
る
こ
と
が
出
発
点
と
な
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
ず
言
語
化
が
な
さ
れ
る
の
で
、

　

そ
れ
に
よ
る
単
純
化
に
よ
っ
て
見
落
と
さ
れ
た
重
要
な
論
点
は
な
い
か
を
考
え
る
。
時
々
、
言
語
化
の
前
の
段

　

階
に
戻
っ
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
わ
け
だ
。

回

　

そ
し
て
、ノあ
る
デ
ー
タ
が
手
元
に
あ
れ
ば
、
こ
の
他
に
も
デ
ー
タ
は
な
い
の
か
、
こ
の
デ
ー
タ
の
と
り
方
は
適

正
か
、
と
い
っ
た
批
判
的
な
目
で
見
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
「ど
う
し
て
こ
う
な
る
の
だ
ろ
う
」「本
当
に
こ

　

の
考
え
方
で
い
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
っ
た
問
い
を
常
に
自
分
に
突
き
付
け
て
い
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

国

　

こ
の
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
．
シ
ン
キ
ン
グ
の
よ
う
な
考
え
方
が
注
目
さ
れ
て
い
る
背
景
に
は
、
変
化
の
激
し
い
現

代
で
は
、
前
例
や
慣
習
に
縛
ら
れ
た
思
考
を
し
て
い
た
の
で
は
物
事
の
本
質
に
近
づ
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い

う
危
機
感
が
あ
る
－デ
ー
タ
の
正
し
い
解
釈
と
物
事
の
本
質
に
近
い
最
適
な
結
論
に
た
ど
り
着
く
た
め
に
は
・

批
判
的
な
相
で
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
事
実
を
再
検
討
し
て
い
く
こ
と
が
近
道
に
な
る
か
ら
だ
ｏ

１０
段
落
を
見
る

答

デ
ー
タ
の
正



ハ０

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

て
つ

　

や

　

次
の
会
話
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
哲
也
さ
ん
が
、
国
段
落
の
ー
ー
線
⑤

「直
観
思
考
」
を
本
文
の
記
述
に
添
っ

　　　　　　　　　　　　

ゆ

　

み

　　　　　　　

ま
き
お

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

て
理
解
し
よ
う
と
、
由
美
さ
ん
、
正
雄
さ
ん
と
話
し
合
っ
た
内
容
の
一
部
で
あ
る
。
会
話
の
中
の
［目
測
＝］
、
「十
脚
＝
］
に

当
て
は
ま
る
適
当
な
言
葉
を
書
け
。
た
だ
し
、
ｒ自
国
Ｈ
］
は
、
国
・国
段
落
の
文
中
の
…豆
葉
を
使
っ
て
、
三
十
五
字
以
上

四
十
字
以
内
で
書
く
こ
と
。
ま
た
、
［＝
＝回
＝
］は
、
最
も
適
当
な
言
巷
ホを
、
国
・国
段
落
の
文
中
か
ら
十
一字
で
そ
の
ま
ま

抜
き
出
し
て
書
く
こ
と
。

答

　

ｑ
（例
）言
語
化
せ
ず
に
複
雑
な
ま
ま
捉
え
、
捉
え
た

こ
と
を
も
と
に
考
え
て
物
事
や
課
題
を
本
質
的
に

理
解
す
る

ｂ

多
く
の
情
報
を
引
き
付
け
る

７

　

国
段
落
の
「ｈ
＝］園
］
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、
二
単
語
か
ら
成
る
六
字
で
、
国

・四
段
階
の
文
中
か
ら
そ
の

ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

答

　

本
質
的
な
問
い

哲
也
さ
ん

由
美
さ
ん
，

正
雄
さ
ん

由
美
さ
ん

哲
也
さ
ん

正
雄
さ
ん

「国
段
落
の
最
初
の
一
文
は
、
国
段
落
と
圏
段
落
の
内
容
を
簡
潔
に
ま
と
め
て
い
る
ね
こ

「二
文
目
以
降
で
、
論
理
的
思
考
と
対
比
さ
せ
て
、
直
観
思
考
を
よ
り
詳
し
く
説
明
し
て
い
る
わ
。」

「最
初
の
一
文
の
『複
雑
な
物
事
は
複
雑
な
ま
ま
理
解
し
、』
の
『複
雑
な
ま
ま
理
解
す
る
』
の
部
分

を
詳
し
く
説
明
す
る
と
、
複
雑
な
物
事
は
「十
旧
Ｌ
］
と
い
う
こ
と
だ
ね
。」

「そ
の
よ
う
に
し
て
理
解
し
た
こ
と
が
、
記
憶
の
ネ
ヅ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
や
す
い
の
は
ど
う

し
て
か
し
ら
？
Ｌ

「そ
の
よ
う
に
し
て
理
解
し
た
こ
と
は
、
脳
内
に
記
憶
さ
れ
て
定
着
し
、
「土
地
Ｌ
］
よ
う
に
な
る
か
ら

だ
ね
己

「そ
う
し
て
、
思
考
す
る
時
に
、
理
解
し
た
こ
と
が
記
憶
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
つ
な
が
り
、
そ
の
結

び
つ
き
が
基
準
点
や
ハ
プ
と
な
っ
て
、
新
し
い
解
釈
や
新
し
い
思
考
を
生
み
出
し
て
い
く
と
い
う
こ

と
だ
ね
こ

１１

　　　

で
、
直
観
思
考
で
は
複
雑
な
物
事
は
複
雑
な
ま
ま
理
解
し
「
記
憶
の
ネ
ッ
ト
ワ
Ｔ
ク
に
つ
な
げ
る
こ
と

　

で
、
新
し
い
解
釈
、
新
し
い
思
考
を
生
み
出
し
て
い
く
。
論
理
的
思
考
だ
け
に
頼
っ
て
問
い
や
主
張
を
常
に
言

　

語
化
し
て
単
純
化
し
て
い
る
と
、
自
分
の
経
験
知
の
意
味
記
憶
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
す
ん
な
り
と
組
み
込
ま
れ
に

　

く
く
な
る
。
言
語
化
す
る
こ
と
な
く
複
雑
な
も
の
を
複
雑
な
ま
ま
捉
え
、
そ
れ
を
も
と
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

　

て
、
は
じ
め
て
物
事
や
課
題
を
本
質
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
や
す

　

く
な
る
の
で
あ
る
。

回

　

こ
の
「考
え
て
、
理
解
す
る
」
こ
と
こ
そ
が
重
要
だ
。
理
解
し
た
こ
と
で
あ
れ
ば
脳
内
に
し
っ
か
り
と
記
憶

　

さ
れ
、
そ
の
後
で
思
考
す
る
時
に
多
く
の
情
報
を
引
き
付
け
る
よ
う
宏
一
結
び
つ
き
の
た
め
の
突
起
を
持
っ
て

　

い
る
」
と
言
っ
て
も
い
い
。
深
く
考
え
る
時
の
基
準
点
・
あ
る
い
崎
槌
ブ
と
な
っ
て
く
れ
る
わ
け
だ
－
．
÷

回

「前
提
を
疑
う
」
と
い
う
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
の
精
神
は
非
常
に
重
要
で
あ
り
・

論
理
思
考
と
直
観

　

思
考
を
つ
な
ぐ
橋
渡
し
の
役
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
そ
の
課
題
設
定
は
正
し
い
の
か
と
問
う
こ
と
は
、
直
観

　

を
得
る
た
め
に
必
要
な
、
「
園
目
］
に
つ
な
が
る
か
ら
で
あ
る
。
・

回

　

言
語
化
以
前
の
複
雑
な
状
況
を
常
に
意
識
す
る
こ
と
で
、
課
題
解
決
に
向
け
た
思
考
が
単
純
な
モ
デ
ル
と
し

　

て
綾
小
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、
ど
ん
ど
ん
目
的
地
の
下
流
へ

　

向
か
っ
て
問
い
を
狭
め
て
い
く
の
で
は
な
く
、
上
流
の
、
よ
り
本
質
に
近
い
問
い
を
見
失
わ
な
い
ょ
う
に
す
る

　

と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
本
質
的
な
問
い
を
考
え
る
時
に
は
、
脳
を
広
く
使
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
、

　

脳
の
記
憶
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
性
化
し
て
優
れ
た
直
観
に
つ
な
が
っ
て
い
く
は
ず
だ
。



８

　

本
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
最
も
よ
く
合
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号

を
書
け
。

　

ア

　

脳
の
集
中
系
は
、
論
理
的
思
考
に
お
い
て
複
雑
な
事
象
を
扱
う
際
に
、
問
い
の
範
囲
を
広
げ
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。

イ

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
・
シ
ン
キ
ン
グ
は
、
論
理
的
思
考
に
お
け
る
デ
ー
タ
分
析
の
時
だ
け
必
要
で
、適
切
な
根
拠
を
導
く
。

　

ウ

　

脳
の
記
憶
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
性
化
す
る
こ
と
で
得
ら
れ
る
直
観
は
へ
意
思
決
定
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
。

　

工

　

大
規
模
な
デ
ー
タ
や
象
徴
的
な
具
体
例
に
、
批
判
的
な
視
点
の
裏
付
け
が
伴
え
ば
、
直
観
を
得
る
必
要
は
な
く
な
る
ｏ

ｍ

脳
を
広
く
使
っ
た
直
観
力
で
物
事
を
判
断
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
り
、集
中
力
を
発
揮
せ
規
氾舛

散
系
を
活

　

性
化
さ
せ
た
状
態
で
物
事
を
決
め
る
こ
と
が
、
良
い
意
思
決
定
に
つ
な
が
る
。
し
か
し
、
多
く
の
人
が
「そ
れ

で
は
論
理
的
な
決
定
は
で
き
な
か
ょ
」
と
疑
問
を
感
じ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　　　　　　　　　

乍

　　　　　　

，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

．

　　　　　

・
．
．
′

回

　

一
方
で
、
直
観
思
考
で
は
複
雑
な
物
事
は
複
雑
な
ま
ま
理
解
し
「
記
憶
の
ネ
ッ
ト
ワ
７
ク
に
つ
な
げ
る
こ
と

　

で
、
新
し
い
解
釈
、．新
し
い
思
考
を
生
み
出
し
て
い
く
。
論
理
的
思
考
だ
け
に
頼
っ
て
問
い
や
主
張
を
常
に
言

　

語
化
し
て
単
純
化
し
て
い
る
と
、
自
分
の
経
験
知
の
意
味
記
憶
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
す
ん
な
り
と
組
み
込
ま
れ
に

　

く
く
な
る
。
言
語
化
す
る
こ
と
な
く
複
雑
な
も
の
を
複
雑
な
ま
ま
捉
え
、
そ
れ
を
も
と
に
考
え
る
こ
と
に
よ
っ

　

て
、
は
じ
め
て
物
事
や
課
題
を
本
質
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
組
み
込
ま
れ
や
す

　

く
な
る
の
で
あ
る
。

　

＝
段
落
の
内
容
か
ら
判
断
す
る

答

　

ウ



ニ

　

次
の
文
章
は
、
紙
の
記
念
館
を
運
営
す
る
製
紙
会
社
に
就
職
し
、
新
記
念
館
開
館
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
に
配
属
さ

　

れ
た

「百
花
」
が
、
前
社
長
の
奏
で
、
就
職
前
に
紙
の
記
念
館
で
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
て
い
た
時
か
ら
お
世
話
に
な
っ
て
い

　

る

「蛋
…子
」
と
、
電
話
で
話
を
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
ー
～
５
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

「
百
山化
さ
ん
。」
康
子
さ
ん
が
言
っ
た
。

「も
ち
ろ
ん
で
き
れ
ば
成
功
さ
せ
た
い
け
ど
、
失
敗
し
な
い
こ
と
だ
け
考
え
て
た
ら
、
小
さ
な
こ
と
し
か
で
き
な

い
と
思
う
の
。
」

　

そ
の
雪
見
柴
に
は
っ
と
し
た
ｏ

「企
業
と
し
て
、
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
は
大
切
だ
け
ど
、
記
念
館
の
事
業
は
も
と
も
と
利
益
追
求
よ
り
、
社
会
へ

の
還
元
、
っ
て
い
う
の
か
な
、
犬
ｔ赤
字
に
な
る
の
は
避
け
な
い
と
い
け
な
い
け
ど
、
い
ま
の
時
代
に
わ
た
し
た
ち

が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
わ
た
し
た
ち
に
で
き
る
こ
と
を
ち
ゃ
ん
と
示
す
こ
と
の
方
が
大
事
な
ん
じ
ゃ
な

い
か
と
思
う
。」

「し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
で
き
る
こ
と
ー
ー
。」

「
い
ま
は
、
記
録
や
情
報
伝
達
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
に
置
き
換
え
ら
れ
て
、
紙
の
役
割
は
少
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
ｏ

資
源
の
こ
と
を
考
え
た
ら
、
大
量
の
書
類
を
複
製
す
る
の
は
よ
く
な
い
こ
と
だ
し
、
そ
れ
で
い
い
と
思
う
の
ｏ

　

だ

　　　　

ー・
ー

け
ど
、
紙
に
は
物
質
と
し
て
の
良
さ
も
あ
る
じ
ゃ
な
い
？
Ｌ

「そ
う
で
す
ね
。
」

「紙
を
作
る
た
め
の
こ
れ
ま
で
の
人
々
の
工
夫
の
な
か
に
は
、
こ
れ
か
ら
に
役
立
腔
技
術
も
含
ま
れ
て
い
る
と
思

う
の
。
紙
に
よ
っ
て
暮
ら
し
が
彩
ら
れ
た
り
・
心
が
豊
か
に
な
っ
た
り
、
気
持
ち
榊
瑚
一対
鵡
川
、
ネ
ッ
ト
の
世
界

に
ま
だ
置
き
換
え
ら
れ
て
い
な
い
機
能
は
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
ー
ー
。」

　

暮
ら
し
が
彩
ら
れ
た
り
、
心
が
豊
か
に
な
っ
た
り
、
気
持
ち
が
和
ん
だ
り
：
…
・

　

わ
た
し
た
ち
は
た
だ
機
械
的
に
情
報
を
記
録
し
た
り
伝
達
し
た
り
し
て
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い

そ
こ
に
は
・心
や

ム気
持
ち
が
↓宿
っ
て
い
る
。
紙
一は
、
・心
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
人
と
と
も
に
あ
う
た
。

「も
し
か
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
い
ま
日
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
々
が
紙
に
こ
め
て
き
た
思
い
な

ん
で
し
ょ
う
か
。」
‐

「紙
に
こ
め
て
き
た
思
い
，．１
，．？
」
薫
子
さ
ん
が
訊
き
返
し
て
く
る
。

「わ
た
し
た
ち
が
紙
を
大
事
に
し
て
き
た
の
は
、
そ
こ
に
人
の
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
か
ら
で
；
…
・ｏ
手
紙
で
も

贈
り
物
を
包
む
紙
で
も
、
だ
れ
か
が
人
に
伝
え
た
い
しし思
う
気
持
ち
、
相
手
を
大
事
に
思
う
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ

て
い
る
。
障
子
や
襖
の
紙
は
人
々
の
生
活
を
整
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
な
が
め
る
喜
び
が
あ
る
。
纏
紙
の
よ
う

な
実
用
の
紙
も
、
質
の
高
い
も
の
を
作
ろ
う
と
い
う
思
い
の
な
か
で
生
ま
れ
た
も
の
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
；
：
；
。」

　

ど
う
言
っ
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
り
、
い
っ
た
ん
言
葉
を
止
め
た
。

「う
・ま
く
言
え
な
い
ん
で
す
が
、
『こ
う
し
た
い
、
こ
う
な
り
た
い
』
と
い
う
願
い
を
実
現
す
る
た
め
に
、
人
が

作
り
出
し
た
思
い
の
形
そ
の
も
の
な
の
か
な
、
っ
て
・・・・１
０」

　

手
紙
や
本
や
雑
誌
は
文
字
を
織
せ
る
た
め
の
も
の
だ
し
、
手
帳
や
ノ
ー
ト
は
記
録
す
る
た
め
の
も
の
。
襖
や
障

子
は
家
の
仕
切
り
で
あ
り
、
鑑
賞
す
る
た
め
の
も
の
。
紙
は
願
い
を
実
現
す
る
た
め
の
素
材
だ
。

「わ
か
７Ｑ
。
そ
う
だ
と
思
う
Ｑ

　

願
い
に
近
づ
き
た
い
っ
て
い
う
八
の
思
い
の
あ
と
を
感
じ
る
か
ら
、
わ
た
し
た
ち

は
紙
と
い
う
も
の
に
若
ーか
れ
る
の
ね
。」

「で
も
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
。
本
美
濃
紙
も
細
用
紙
も
、
紙
一そ
の
も
の
が
う
つ
く
し
か
っ
た
ｏ

　

人

が
作
”っ
た
も
の
と
は
恩
・え
な
い
、
白
日一触
一物
…み
た
い
な
う
つ
〈
、し
さ
で
ー
ー
。」

「自
然
物
み
た
い
な
う
つ
く
し
さ
。
ほ
ん
と
う
に
そ
う
ね
。」

「・は
じ
め
て
見
た
と
き
、
人
は
こ
ん
な
う
つ
く
し
い
も
の
を
作
れ
る
ん
だ
っ
て
、
び
っ
く
り
し
て
、
感
動
し
て
：
：
：

人
間
は
素
晴
ら
し
い
、
っ
て
感
じ
た
ん
で
す
。
」

「そ
う
、
そ
れ
を
伝
え
た
い
、
っ
て
わ
た
し
も
ず
っ
と
思
っ
て
た
ぐ

　

大
事
な
の
は
、
こ
れ
を
生
み
出
し
た
人
間
と

い
う
も
の
に
誇
り
を
持
っ
て
も
ら
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。」

「誇
り
を
持
っ
て
も
ら
う
・・１
１
。」

「信
じ
る
、
っ
て
言
っ
て
も
い
い
わ
よ
ね
。
た
と
え
ば
レ
オ
ナ
ル
ド

・
ダ

・
ヴ
ィ
ン
チ
の
作
品
は
素
晴
ら
し
い
け

れ
ど
・
そ
れ
は
天
才
の
仕
事
。
だ
れ
に
で
も
で
き
る
こ
と
じ
ゃ
な
い
っ
て
み
ん
な
思
う
Ｑ
で
も
・
紙
溶
き
は
職
人

の
仕
事
１だ
も
の
。
多
く
の
人
が
携
わ
り
、
作
家
僻
も
な
い
。
で
も
う
つ
く
し
い
。」

「わ
た
し
は
和
紙
を
見
て
い
る
と
す
ご
く
、
も
の
づ
く
り
を
し
た
く
な
っ
て
く
る
ん
で
す
。
こ
の
紙
を
こ
う
使
っ

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
と
か
、
こ
れ
と
こ
れ
を
組
み
合
わ
せ
た
ら
、
．と
か
。」

「そ
う
や
っ
て
記
念
館
グ
ッ
ズ
も
た
く
さ
ん
作
研
て
く
れ
た
も
ん
ね
こ

　

繁
子
さ
ん
の
や
わ
ら
か
な
笑
顔
が
頭
に
浮
か
び
気
持
ち
が
ぼ
っ
と
ゆ
る
ん
だ
。

「職
人
さ
ん
と
話
す
こ
と
で
、
も
の
づ
く
り
の
深
さ
を
知
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
し
。
み
ん
な
が
み
ん
な
も
の
づ
〈

り
に
興
味
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
と
は
思
う
ん
で
す
が
、そ
の
楽
し
さ
を
伝
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
す
。」

「そ
う
ね
。」
薫
子
さ
ん
が
ゆ
っ
く
り
と
き戸
り
た
。

「百
花
さ
ん
、
わ
た
し
は
ね
、
記
念
館
は
こ
れ
か
ら
の
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
の
。
過
去
の

話
は
興
味
が
あ
る
人
に
と
っ
て
は
お
も
し
ろ
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
人
に
は
単
な
る
む
か
し
ぱ

な
し
に
聞
こ
え
十ち
ゃ
・っ
で
し
ょ
・っ
。
そ
れ
じ
ゃ
ダ
メ
な
の
よ
。
こ
れ
か
ら
の
人
に
と
っ
て
も
薄
一味
γが
あ
る
も
の
を

提
供
し
て
ほ
し
い
の
。」

「
こ
れ
か
ら
の
人
；
：
ー
。」

　　　　　　　　　　

①
十
十十
十

「
百
花
さ
ん
や
、
そ
の
下
の
世
代
の
人
の
こ
と
よ
。
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
を
新
人
だ
け
に
す
る
っ
て
い
う
の
は
、

）か
ず
な
り

一
成
が
言
い
出
し
た
こ
と
だ
け
ど
、
わ
た
し
の
願
い
で
も
あ
る
の
。」

「え
、
薫
子
さ
ん
の
？

　

そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
か
。」

　

こ
れ
ま
で
考
え
も
し
な
か
っ
た
が
、
言
わ
れ
て
な
る
ほ
ど
と
思
っ
た
。

「わ
た
し
た
ち
に
は
わ
た
し
た
ち
の
世
界
の
像
が
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
か
ら
発
想
し
て
し
ま
う
ｏ
世
界
に

あ
た
ら
し
い
も
の
が
ど
ん
ど
ん
生
ま
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
に
対
応
で
き
ず
、
古
い
も
の
に
し
が
み
つ
い
て
し
ま

う
。
あ
た
ら
し
い
世
界
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
若
い
人
だ
け
だ
か
ら
。」

　

蓋
…子
さ
ん
が
、ふ
う
と
息
を
つ
い
た
。

「わ
た
し
た
ち
に
は
も
う
こ
れ
か
ら
の
世
界
を
作
る
体
力
は
な
い
の
よ
。
そ
れ
に
、
そ
こ
は
も
う
わ
た
し
た
ち
の

住
む
世
界
じ
ゃ
な
い
４
ど
う
し
た
っ
て
人
ご
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
百
花
さ
ん
た
ち
に
作
っ
て
い
っ
て
も

ら
い
た
い
。
こ
れ
か
ら
の
人
の
た
め
の
も
の
を
作
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
、
わ
た
し
に
と
っ
て
も
い
ち
ば
ん
う
れ
し

い
こ
と
な
の
。
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
で
も
自
分
で
は
で
き
な
い
こ
と
だ
か
ら
。」

　

胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
、
ど
う
答
え
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
た
。

　　　　　　　　　

（注
２
芯
‐ａ
ち

「も
ち
ろ
ん
失
敗
は
痛
い
け
ど
、
冒
険
し
て
。
安
全
ば
か
り
考
え
て
て
も
生
き
残
れ
な
い
か
ら
ｏ
会
社
の
こ
と
は
雄
一

や
晃
成
が
ち
ゃ
ん
と
考
え
て
る
か
ら
大
丈
夫
。新
人
は
や
り
た
い
こ
と
を
提
案
す
る
方
に
集
中
し
て
ほ
し
い
の
。

全
部
通
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
け
ど
ね
。」

　

わ
た
し
も
新
人
な
ん
だ
か
ら
、
当
た
っ
て
砕
け
ろ
、
だ
。
正
し
い
答
え
を
出
そ
う
と
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
や

り
た
い
こ
と
を
探
し
て
い
け
ば
い
い
。
そ
う
思
っ
た
。

（ほ
し
お

　

き
な
え

『紙
屋
ふ
じ
さ
き
記
念
館

　

あ
た
ら
し
い
場
所
』
に
よ
る
。）

（注
１
）
‘一
成
＝
蕪
子
の
孫
で
、
紙
の
記
念
館
の
館
長
。

（注
２
）
雄
一
や
晃
成
＝
ど
ち
ら
も
菓
子
の
子
供
で
、
製
紙
会
社
の
重
役
。



ー

　

ー
ー
線
②

「和
ん
だ
り
」
と
同
じ
意
味
で
「和
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
熟
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ァ

　

エ
か
ら
一

　

つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

ア

　

総
和

　　

イ

漢
和

　　

ウ

　

温
和

　　

エ

　

唱
和

答

　

ウ

２

　

ー
ー
線
①

「紙
に
は
物
質
と
し
て
の
良
さ
も
あ
る
じ
ゃ
な
い
？
」
と
あ
る
が
、
百
花
が
薫
子
の
こ
の
言
葉
を
聞
い
て

考
え
た
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
章
の
［
十日
目
］
、
「
』
Ｈ
］
、
「十
回
］
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
、

「
際
Ｌ
、
「
お
十
」
は
十
二
字
で
、
「Ｌ
Ｐ
十
」
は
十
五
字
で
、
そ
れ
ぞ
れ
文
中
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
け
。

百
花
は
、
薫
子
の
言
葉
を
聞
い
て
、
「十
十態
ｈ
］に
注
目
し
、
紙
は
、
人
の
心
や
気
持
ち
を
宿
し
た
、
［Ｈ
回
＝
］な
の

で
は
な
い
か
と
思
い
至
っ
た
。
同
時
に
、
紙
そ
の
も
の
の
「
十に
十
」
に
魅
了
さ
れ
た
経
験
を
思
い
出
し
た
。

け
ど
、
紙
に
は
物
質
と
し
て
の
良
さ
も
あ
る
じ
ゃ
な
い
？
」

「そ
う
で
す
ね
。」

「紙
を
作
る
た
め
の
こ
れ
ま
で
の
人
々
の
工
夫
の
な
か
に
は
、
こ
れ
か
ら
に
役
立
つ
技
術
も
含
ま
れ
て
い
る
と
田－

　　　　　　　　　　　　　

いき

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

②

　　　　　　　　　　　　　　　　

う
の
。
紙
に
よ
っ
て
暮
ら
し
が
彩
ら
れ
た
り
、
心
が
豊
か
に
な
っ
た
り
、
気
持
ち
が
和
ん
だ
り
、
ネ
ッ
ト
の
世
界

に
ま
だ
置
き
換
え
ら
れ
て
い
な
い
機
能
は
た
く
さ
ん
あ
る
わ
け
で
ー
ー
。」

　

暮
ら
し
が
彩
ら
れ
た
り
、
心
が
豊
か
に
な
っ
た
り
、
気
持
ち
が
和
ん
だ
り
：
：
：
。

　

わ
た
し
た
ち
は
た
だ
機
械
的
に
情
報
を
記
録
し
た
り
伝
達
し
た
り
し
て
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
そ
こ
に
は
心
や

気
持
ち
が
宿
っ
て
い
る
。
紙
は
、
心
を
証
す
る
も
の
と
し
て
、
人
と
と
も
に
あ
っ
た
ｏ

「も
し
か
し
て
、
わ
た
し
た
ち
が
い
ま
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
人
々
が
紙
に
こ
め
て
き
た
思
い
な

ん
で
し
ょ
う
か
。」
▼

「紙
に
こ
め
て
き
た
思
い
・ー

・？
Ｌ

葉
子
さ
ん
が
訊
き
返
し
て
く
る
。

「わ
た
し
た
ち
が
紙
を
大
事
に
し
て
き
た
の
は
、
そ
こ
に
人
の
思
い
が
こ
も
っ
て
い
る
か
ら
で
１
１
０
手
紙
で
も

贈
り
物
を
包
む
紙
で
も
、
だ
れ
か
が
人
に
伝
え
た
い
と
思
う
気
持
ち
、
相
手
を
大
事
に
恩
う
気
持
ち
が
こ
め
ら
れ

　　　　　　　

ふす
ま

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ろ

し

て
い
る
。
障
子
や
襖
の
紙
は
人
々
の
生
活
を
整
え
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
な
が
め
る
喜
び
が
あ
る
。
漉
紙
の
よ
う

な
実
用
の
紙
も
、
質
の
高
い
も
の
を
作
ろ
う
と
い
う
思
い
の
な
か
で
生
ま
れ
た
も
の
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
：
；
：
巳

　

ど
う
言
っ
た
ら
い
い
の
か
わ
か
ら
な
く
な
り
、
い
っ
た
ん
言
葉
を
止
め
た
。

「う
ま
く
言
え
な
い
ん
で
す
が
、
『こ
う
し
た
い
、
こ
う
な
り
た
い
』
と
い
う
願
い
を
実
現
す
る
た
め
に
、
人
が

作
り
出
し
た
思
い
の
形
そ
の
も
の
な
の
か
な
、
っ
て
ｉ
ｉ
こ

　

手
紙
や
本
や
雑
誌
は
文
字
を
載
せ
る
た
め
の
も
の
だ
し
、
手
帳
や
ノ
ー
ト
は
記
録
す
る
た
め
の
も
の
。
襖
や
障

子
は
家
の
仕
切
り
で
あ
り
、
鑑
賞
す
る
た
め
の
も
の
。
紙
は
願
い
を
実
現
す
る
た
め
の
素
材
だ
。

「わ
か
る
。
そ
う
だ
之
思
う
。
願
い
に
近
づ
き
た
い
っ
て
い
う
人
の
思
い
の
あ
と
を
感
じ
る
か
ら
、
わ
た
し
た
ち

は
紙
と
い
う
も
の
に
惹
か
れ
る
の
ね
こ

　　

ほ
ん
み
の
し

　

ほ
そか
か
し

「で
も
、
や
っ
ぱ
り
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
。
本
美
濃
紙
も
細
川
紙
も
、
紙
そ
の
も
の
が
う
つ
く
し
か
っ
た
。
人

が
作
っ
た
も
の
と
は
思
え
な
い
、
自
然
物
み
た
い
な
う
つ
く
し
さ
で
１
ｉ
ｏ」

答

　

ｑ

人
々
が
紙
に
こ
め
て
き
た
思
い

ｂ

　

人
が
作
り
出
し
た
思
い
の
形
そ
の
も
の

ｃ
自
然
物
み
た
い
な
う
つ
〈
し
さ



３

　　　

線
⑨

「気
持
ち
が
ぼ
っ
と
ゆ
る
ん
だ
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
百
花
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一

　

つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　

ァ

　

薫
子
の
誘
導
に
よ
り
、
自
分
の
気
持
ち
を
す
ら
す
ら
と
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
心
地
よ
い
疲
れ
を
感
じ
て
い
る
。

イ

　

自
分
の
こ
と
を
変
わ
ら
ず
見
守
り
、
思
い
を
受
け
止
め
て
く
れ
る
薫
子
の
温
か
さ
を
感
じ
、
心
が
安
ら
い
で
い
る
。

　

ウ

　

薫
子
に
自
分
の
心
の
中
を
見
透
か
さ
れ
て
し
ま
っ
た
あ
せ
り
が
徐
々
に
消
え
て
い
き
、緊
張
が
と
げ
て
き
て
い
る
。

　

エ

　

自
分
の
考
え
が
薫
子
の
考
え
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
大
き
な
喜
び
を
感
じ
、気
持
ち
に
ゆ
と
り
が
生
ま
れ
て
い
る
。

４

　

１
ー
線
④

「チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
を
新
人
だ
け
に
す
る
」
と
あ
る
が
、
薫
子
が
、
新
記
念
館
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
Ｔ
ム

の
メ
ン
バ
ー
を
新
人
だ
け
に
し
て
、
こ
れ
か
ら
の
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
あ
た
ら
し
い
記
念
館
づ
く
り
を
、
若
い

百
花
た
ち
に
任
せ
た
い
と
望
ん
だ
理
由
を
説
明
し
た
次
の
文
の
ｒＬ
目
＝
］
に
当
て
は
ま
る
適
当
な
言
葉
を
、
文
中
の
言

葉
を
使
っ
て
五
十
字
以
上
六
十
字
以
内
で
書
け
。

直
後
の
薫
子
の
発
言
を
ま
と
め
る

（例
）自
分
た
ち
の
世
界
の
像
か
ら
発
想
し
、
こ
れ
か
ら
の

　

世
界
を
作
る
体
力
が
な
〈
、
自
分
た
ち
が
住
む
こ
と
の

　

な
い
世
界
の
こ
と
は
人
ご
と
に
な
っ
て
し
ま
う

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

③
・

　　

．：

．

，
．
Ｌ

薫
子
さ
ん
の
や
わ
ら
か
な
笑
顔
が
頭
に
浮
か
び
気
持
ち
が
ほ
っ
と
ゆ
る
ん
だ
。

「職
人
さ
ん
と
話
す
こ
と
で
、
も
の
づ
く
り
の
深
さ
を
知
る
こ
と
も
で
き
ま
し
た
し
。
み
ん
な
が
み
ん
な
も
の
づ
く

り
に
興
味
が
あ
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
と
は
思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
楽
し
さ
を
伝
え
た
い
と
い
う
気
持
ち
も
あ
り
ま
す
。」

「そ
う
ね
。Ｌ
薫
子
さ
ん
が
ゆ
っ
く
り
と
言
っ
た
。

「百
花
さ
ん
、
わ
た
し
は
ね
、
記
念
館
は
こ
れ
か
ら
の
人
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
ほ
し
い
と
思
う
の
。
過
去
の

話
は
興
味
が
あ
る
人
に
と
っ
て
は
お
も
し
ろ
い
か
も
し
れ
な
い
け
ど
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
人
に
は
単
な
る
む
か
し
ぱ

な
し
に
聞
こ
え
ち
ゃ
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
じ
ゃ
ダ
メ
な
の
よ
。
こ
れ
か
ら
の
人
に
と
っ
て
も
意
味
が
あ
る
も
の
を

義
子
は
、
こ
れ
か
ら
の
人
の
た
め
の
あ
た
ら
し
い
も
の
を
作
ろ
う
と
し
て
も
、
自
分
た
ち
は
、
「十
十お
目
］
の
で
作
る

こ
と
が
で
き
な
い
が
、
若
い
百
花
た
ち
な
ら
作
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
か
ら
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

′‘●、

　

「百
花
さ
ん
や
、そ
の
下
の
世
代
の
人
の
こ
と
よ
。
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
を
新
人
だ
け
に
す
る
っ
て
い
う
の
は
、

〔注
・
ぶ
ず
な
り

　

一
成
が
言
い
出
し
た
こ
と
だ
け
ど
、
わ
た
し
の
願
い
で
も
あ
る
の
。」

「え
、
薫
子
さ
ん
の
？

　

そ
う
だ
っ
た
ん
で
す
か
。」

　

こ
れ
ま
で
考
え
も
し
な
か
っ
た
が
、
言
わ
れ
て
な
る
ほ
ど
と
田
心う
た
。

「わ
た
し
た
ち
に
は
わ
た
し
た
ち
の
世
界
の
像
が
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
か
ら
発
想
し
て
し
ま
う
。
世
界
に

あ
た
ら
し
い
も
の
が
ど
ん
ど
ん
生
ま
れ
て
い
る
の
に
、
そ
れ
に
対
応
で
き
ず
、
古
い
も
の
に
し
が
み
つ
い
て
し
ま

う
。
あ
た
ら
し
い
世
界
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
若
い
人
だ
け
だ
か
ら
。」

薫
子
さ
ん
が
ぶ
う
と
自
ーを
つ
い
た
。

「わ
た
し
た
ち
に
は
も
う
こ
れ
か
ら
の
世
界
を
作
る
体
力
は
な
い
の
よ
。
そ
れ
に
、
そ
こ
は
も
う
わ
た
し
た
ち
の

住
む
世
界
じ
ゃ
な
い
。
ど
う
し
た
っ
て
人
ご
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
百
花
さ
ん
た
ち
に
作
っ
て
い
っ
て
も

ら
い
た
い
。
こ
れ
か
ぢ
の
人
の
た
め
の
も
の
を
作
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
、
わ
た
し
に
と
っ
て
も
い
ち
ば
ん
う
れ
し

い
こ
と
な
の
。
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
で
も
自
分
で
は
で
き
な
い
こ
と
だ
か
ら
。



５

　

本
文
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら

一

　

つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
け
。

　

ア

　

薫
子
は
、
忘
れ
て
い
た
紙
の
良
さ
や
紙
づ
く
り
に
従
事
す
る
職
人
た
ち
の
尊
さ
を

百
花
と
の
会
話
を
通
し
て
思
い

　

出
す
と
と
も
に
、
自
分
の
信
念
を
貫
き
少
し
ず
つ
成
長
し
よ
う
と
し
て
い
る
百
花
と
の
会
話
を
楽
し
ん
で
い
る
。

イ

　

薫
子
は
、
百
花
が
自
分
の
興
味
が
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
る
だ
け
で
、
事
業
を
通
し
て
利
益
を
生
む
と
い
う
企
業

　

の
責
任
を
顧
み
な
い
こ
と
を
心
配
し
、自
分
の
失
敗
談
を
伝
え
る
こ
と
で
百
花
の
間
違
い
を
正
そ
う
と
し
て
い
る
。

　

ウ

　

百
花
は
、
薫
子
が
自
分
の
力
量
の
限
界
を
感
じ
取
り
寂
し
さ
を
に
じ
ま
せ
る
様
子
に
困
惑
し
つ
つ
も
、
薫
子
が
長
年

　

大
切
に
し
て
き
た
夢
を
か
な
え
る
こ
と
こ
そ
自
分
の
す
べ
き
こ
と
だ
と
悟
り
、
覚
悟
を
決
め
意
気
込
ん
で
い
る
。

　

エ

　

百
花
は
、
新
記
念
館
が
う
ま
く
い
く
か
ど
う
か
に
こ
だ
わ
っ
て
自
分
は
何
を
す
べ
き
か
迷
っ
て
い
た
が
、
薫
子
と

　

話
す
う
ち
に
、
恐
れ
ず
自
分
が
や
り
た
い
こ
と
を
大
切
に
す
れ
ば
い
い
と
気
づ
き
、
気
持
ち
を
新
た
に
し
て
い
る
。

薫
子
さ
ん
が
ぶ
う
と
息
を
つ
い
た
。

「わ
た
し
た
ち
に
は
も
う
こ
れ
か
ら
の
世
界
を
作
る
体
力
は
な
い
の
よ
。
そ
れ
に
、
そ
こ
は
も
う
わ
た
し
た
ち
の

住
む
世
界
じ
ゃ
な
い
。
ど
う
し
た
っ
て
人
ご
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
百
花
さ
ん
た
ち
に
作
っ
て
い
っ
て
も

ら
い
た
い
。
こ
れ
か
ら
の
人
の
た
め
の
も
の
を
作
っ
て
も
ら
う
こ
と
が
、
わ
た
し
に
と
っ
て
も
い
ち
ば
ん
う
れ
し

い
こ
と
な
の
。
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
で
も
自
分
で
は
で
き
な
い
こ
と
だ
か
ら
。」

・
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な

っ
て
、
ど
う
答
え
た
ら
い
い
か
わ
か
ら
な
く
な

っ
た
。

　　　　　　　

（注
２
）ゅう
ｇ

「も
ち
ろ
ん
失
敗
は
痛
い
け
ど
、
冒
険
し
て
。
安
全
ば
か
り
考
え
て
て
も
生
き
残
れ
な
い
か
ら
。
会
社
の
こ
と
は
雄

一

　

あ
き
な
り

や
晃
成
が
ち
ゃ
ん
と
考
え
て
る
か
ら
大
丈
夫
。新
人
は
や
り
た
い
こ
と
を
提
案
す
る
方
に
集
中
し
て
ほ
し
い
の
。

全
部
通
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
け
ど
ね
。」

わ
た
し
も
新
人
な
ん
だ
か
ら
、
当
た
っ
て
砕
け
ろ
、
だ
。
正
し
い
答
え
を
出
そ
う
と
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
や

り
た
い
こ
と
を
探
し
て
い
け
ば
い
い
。
そ
う
思
っ
た
。

薫
子
と
の
会
話
や
文
末
の
内
容
か
ら
読
み
取
る



三

　

次
の
１
～
４
の
各
文
の
ー
ー
線
の
部
分
の
読
み
方
を
平
仮
名
で
書
き
な
さ
い
。

１

　

洞
窟
を
探
検
す
る
。

ど
う
〈
つ

２

　

頓
挫
し
か
か
っ
た
計
画
を
見
直
す
。

　

と
ん
ざ

３

　

梅
の
花
が
匂
う
。

　

に
お
ー
う

４

　

解
決
策
を
会
議
に
諮
る
。

は
か
ー
る

四

　

次
の
１
～
４
の
各
文
の
ー
ー
線
の
部
分
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
必
要
な
も
の
に
は
送
り
仮
名
を
付
け
る

　

＞
し
シ
ー０

　

１

　

こ
の
海
は
海
産
物
の
ほ
う
こ
だ
。

宝
庫

２

　

金
の
こ
う
み
ゃ
く
を
発
見
す
る
。

鉱
脈

３

　

荷
物
を
あ
ず
け
る
。

預
け
る

４

　

弓
で
矢
を
い
る
。

射
る



五

　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
１
～
３
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（注
１
）せ

　

と
ろら

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

Ｑ圧
２
）

　

瀬
戸
浦
の
内
に
、
何
と
か
言
へ
る
小
さ
き
入
江
あ
り
。
先
年
、
．国

君
船
に
て
遊
覧
ま
し
ま
せ
し
時
、
民
家
た
だ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
３
）こ
ま
ぎ

　

ね
は
ち
べ

　

ゑ
ま
さ
っ
ぐ

一軒
あ
り
。
親
子
三
人
住
め
り
し
を
御
覧
あ
り
。
駒
木
根
八
兵
衛
正
次
を
召
し
て
、
何
を
営
み
て
過
ご
す
や
聞
き

蔓
延
｝

　

α^
】お
ほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
４
｝

候
へ
と
仰
せ
あ
り
し
ほ
ど
に
、
尋
ね
し
か
ば
、
釣
り
を
し
て
世
を
渡
る
と
申
す
。
ま
た
御
意
に
、
何
に
て
も
望
み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

つかま
つ

候
へ
と
の
こ
と
な
り
し
に
、
ほ
か
に
望
み
申
す
こ
と
な
し
。
綱
を
下
さ
る
る
こ
と
あ
ら
ば
、
や
す
く
営
み
仕
る
ベ

　　　

　

　　

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　

　

　

　
　
　

し
と
申
す
。
や
が
て
宮
地
某
に
申
し
付
け
て
、
と
と
の
へ
と
ら
せ
よ
と
の
御
事
に
て
、
駒
木
ホ
か
れ
こ
れ
は
か
ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
６
）

ひ
し
に
、
後
は
追
々
に
家
あ
ま
た
栄
え
、
一
つ
の
浦
に
な
り
け
る
。
こ
れ
ひ
と
ヘ
に
駒
木
根
が
陰
な
り
と
て
、
駒

木
根
八
兵
衛
明
神
と
祝
ひ
こ
め
、
社
を
建
て
、
そ
の
所
の
氏
神
と
う
や
ま
ふ
と
な
り
。
こ
れ
駒
木
根
い
ま
だ
生
存

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
７
）も
ろ
－」し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
８
）せ
い
し

の
日
よ
り
の
こ
と
と
な
ん
記
せ
る
。
思
ふ
に
、
昔
唐
土
に
て
、
善
政
を
ほ
ど
こ
し
け
る
良
吏
を
慕
ひ
て
、
生
詞
を

建
て
し
こ
と
こ
れ
か
れ
見
ゆ
。
こ
な
た
に
て
は
め
づ
ら
し
き
こ
と
な
り
。

　

か
ん
で
ん
じ
ひ
つ

（『閑
田
次
筆
』
に
よ
る
。）

（注
１
）
瀬
戸
浦
＝
今
の
和
歌
山
県
白
浜
町
付
近
。

　

（注
２
）
国
君
”
君
主
。

（注
３
）
駒
木
根
八
兵
衛
正
次
＝
人
名
。

　

（注
４
）
御
意
＝
ご
命
令
。

（注
５
）
宮
地
某
１１
人
名
。
「某
」
は
名
前
な
ど
が
不
明
の
場
合
に
使
う
語
。

　

（注
６
）
浦
＝
こ
こ
で
は
、
漁
村
の
こ
と
。

（注
７
）
唐
土
＝
今
の
中
国
の
こ
と
。

　

（注
８
）
生
詞
＝
そ
の
人
の
徳
を
慕
っ
て
、
存
命
中
に
ま
つ
っ
た
社
。

に
リ

Ｔ

　

Ｉ
ー
線
②

「か
れ
こ
れ
は
か
ら
ひ
し
に
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
、
全
て
平
仮
名
で
書
け
ｏ

は
行
↓
わ
行
に
直
す

答

か
れ
こ
れ
は
か
ら
い
し
に

２

　　　

線
①

「仰
せ
あ
り
し
」
は

「お
命
じ
に
な
っ
た
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。．誰
が
、
誰
に
対
し
て
、
何
を
す
る
よ

う
に
命
じ
た
の
か
を
説
明
し
た
次
の
文
の
「十十脚
＝
］
、
「上
腿
＝］
、
「十
に
」
じ
に
当
て
は
ま
る
言
葉
に
つ
い
て
、
［
＝圏
目
｝

「
Ｌ世
］
は
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の

［ａ
，
ｂ
の
選
択
肢
］
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ

の
記
号
を
書
け
。
ま
た
、
「十
十尾
十一目
］は
、
「親
子
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
二
十
字
以
上
二
十
五
字
以
内
の
現
代
語
で

書
け
。

「
ナド
Ｌ
が
、
「十
十胸
Ｌ
に
対
し
て
、
［Ｈ
＝＝回
目
］よ
う
に
命
じ
た
。

エ

　

良
吏



五

　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
ー
～
３
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（注
１
）せ

　

と
う
ら

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（性
２
）

　

瀬
戸
浦
の
内
に
、
何
と
か
言
へ
る
小
さ
き
入
江
あ
り
。
先
年
、
国
君
船
に
て
遊
覧
ま
し
ま
せ
し
時
、
民
家
た
だ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
３
）こ
ま
ぎ

　

ゎ
ば
ち
べ

　

ゑ
ま
さ
っ
ぐ

一軒
あ
り
。
親
子
三
人
住
め
り
し
を
御
覧
あ
り
。
駒
木
根
八
兵
衛
正
次
を
召
し
て
、
何
を
営
み
て
過
ご
す
や
聞
き

ざ
う
ら

　

①
お
ほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
＆

候
へ
と
仰
せ
あ
り
し
ほ
ど
に
、
尋
ね
し
か
ば
、
釣
り
を
し
て
世
を
渡
る
と
申
す
。
ま
た
御
意
に
、
何
に
て
も
望
み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

つかま
っ

候
へ
と
の
こ
と
な
り
し
に
、
ほ
か
に
望
み
申
す
こ
と
な
し
。
綱
を
下
さ
る
る
こ
と
あ
ら
ば
、
や
す
く
営
み
仕
る
べ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

し
と
申
す
。
ゃ
施
醒
醗
繊
維
に
申
し
付
け
て
・
と
と
の
ヘ
と
ら
せ
ょ
と
の
御
事
に
て
・
駒
木
根
か
れ
，舞

は
か
ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
６
）

ひ
し
に
、
後
は
追
々
に
家
あ
ま
た
栄
え
、
一
つ
の
浦
に
な
り
け
る
。
こ
れ
ひ
と
ヘ
に
駒
木
根
が
陰
な
り
と
て
、
駒

木
根
八
兵
街
明
神
と
祝
ひ
こ
め
、
社
を
建
て
、
そ
の
所
の
氏
神
と
う
や
ま
ふ
と
な
り
。
こ
れ
駒
木
根
い
ま
だ
生
存

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
７
）も
ろ
こ
し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
８
）せ
い
し

の
日
よ
り
の
こ
と
と
な
ん
記
せ
る
。
思
ふ
に
、
昔
唐
土
に
て
、
善
政
を
ほ
ど
こ
し
け
る
良
吏
を
慕
ひ
て
、
生
詞
を

建
て
し
こ
と
こ
れ
か
れ
見
ゆ
。
こ
な
た
に
て
は
め
づ
ら
し
き
こ
と
な
り
。

　

か
ん
で
ん

　

じ

　

ひ
つ

（『開
田
次
筆
』
に
よ
る
。）

（注
１
）
瀬
戸
浦
＝
今
の
和
歌
山
県
白
浜
町
付
近
。

　

（注
２
）
国
君
＝
君
主
。

（注
３
）
駒
木
根
八
兵
衛
正
次
＝
人
名
。

（注
４
）
御
意
＝
ご
命
令
。

（注
５
）
宮
地
某
＝
人
名
。
「某
」
は
名
前
な
ど
が
不
明
の
場
合
に
使
う
語
。

　

（注
６
）
浦
＝
こ
こ
で
は
、
漁
村
の
こ
と
。

（注
７
）
唐
土
＝
今
の
中
国
の
こ
と
。

　

（注
８
）
生
詞
＝
そ
の
人
の
徳
を
慕
っ
て
、
存
命
中
に
ま
つ
っ
た
社
。

２

　　　

線
①

「仰
せ
あ
り
し
」
は

「お
命
じ
に
な
っ
た
」
と
い
〉呈
思
味
で
あ
る
。
．誰
が
、
誰
に
対
し
て
、
何
を
す
る
よ

う
に
命
じ
た
の
か
を
説
明
し
た
次
の
文
の
「ト
園
＝］
、
「
Ｌ回
］
、
「十
輪
目
］に
当
て
は
ま
る
言
葉
に
つ
い
て
、
［
＝回
目
］、

［Ｈ
回
目
］は
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の

［ａ
・
ｂ
の
選
択
肢
］
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ

の
記
号
を
書
け
。
ま
た
、
「自
国
＝Ｈ
］
は
、
「親
子
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
一一十
字
以
上
二
十
五
字
以
内
の
現
代
語
で

書
け
。

エ

　

良
吏

引
用
の

「と
」
か
ら
国
君
の
発
言
を
探
す

答

　

ｃ

（例
）
親
子
は
．
ビ
ラ
や
っ
て
生
計
を
立
て
て

　　　　　

い
る

の
か
を

聞

《



五

　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
１
～
３
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

（注
１
）
瀬
戸
浦
＝
今
の
和
歌
山
県
白
浜
町
付
近
。

　

（注
２
）
国
君
＝
君
主
。

（注
３
）
駒
木
根
八
兵
衛
正
次
＝
人
名
。

　

（注
４
）
御
意
＝
ご
命
令
。

（注
５
）
宮
地
某
＝
人
名
。
「某
」
は
名
前
な
ど
が
不
明
の
場
合
に
使
う
語
。

　

Ｑ注
６
）
浦
＝
こ
こ
で
は
、
漁
村
の
こ
と
ｏ

（注
７
）
唐
土
＝
今
の
中
国
の
こ
と
。

　

（注
８
）
生
詞
＝
そ
の
人
の
徳
を
慕
っ
て
、
存
命
中
に
ま
つ
っ
た
社
。

Ｒ
ｙ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

立
つ

　

み

　　　　　　

は
る
き

　

次
の
会
話
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
夏
美
さ
ん
と
春
樹
さ
ん
が
、
駒
木
根
が
存
命
中
に
ま
つ
ら
れ
た
こ
と
に
つ
い
て

話
し
合
っ
た
内
容
の
一部
で
あ
る
。
会
話
の
中
の
「自
国
＝Ｈ
］
、
「Ｈ
回
］
、
［Ｈ
＝＝回
］
に
当
て
は
ま
る
適
当
な
言
葉
を
書
け
。

た
だ
し
、
「自
国
］
は
、
七
字
以
内
の
現
代
語
で
書
く
こ
と
。
ま
た
、
「十
ｂ
］
、
「十
お
上
」
は
、
最
も
適
当
な
言
葉
を
、

文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
七
字
で
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
書
く
こ
と
。

ｂ

駒
木
根
が
陰
な
り

ｃ

　

め
づ
ら
し
キ
；
」
と

（注
１
）せ

　

と
う
ら

　　　　　　　　　　

．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
２
）

　

瀬
戸
浦
の
内
に
、
何
と
か
言
へ
る
小
さ
き
入
江
あ
り
。
先
年
、
国
君
船
に
て
遊
覧
ま
し
ま
せ
し
時
、
民
家
た
だ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
３
）こ
ま
ぎ

　

ね
は
ち
べ

　

ゑ
ま
き
つ
ぐ

一軒
あ
り
。
親
子
三
人
住
め
り
し
を
御
覧
あ
り
。
駒
木
根
八
兵
衛
正
次
を
召
し
て
、
何
を
営
み
て
過
ご
す
や
聞
き

さ
‐^≦
′

　

①
お
ほ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
４
）

候
へ
と
仰
せ
あ
り
し
ほ
ど
に
、
尋
ね
し
か
ば
、
釣
り
を
し
て
世
を
渡
る
と
申
す
。
ま
た
御
意
に
、
何
に
て
も
望
み

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

つかま
つ

候
へ
と
の
こ
と
な
り
し
に
、
ほ
か
に
望
み
申
す
こ
と
な
し
。
綱
を
下
さ
る
る
こ
と
あ
ら
ば
、
や
す
く
営
み
仕
る
ベ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　

し
と
申
す
。
ゃ
施
醒
酷
糊
鵡
に
申
し
付
け
て
・
と
と
の
へ
と
ら
せ
ょ
と
の
御
事
に
て
・
駒
木
根
か
れ
〉舞
は
か
ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
６
）

ひ
し
に
、
後
は
追
々
に
家
あ
ま
た
栄
え
、
一
つ
の
浦
に
な
り
け
る
。
こ
れ
ひ
と
ヘ
に
駒
木
根
が
陰
な
り
と
て
、
駒

木
根
八
兵
衛
明
神
と
祝
ひ
こ
め
、
社
を
建
て
、
そ
の
所
の
氏
神
と
う
や
ま
ふ
と
な
り
。
こ
れ
駒
木
根
い
ま
だ
生
存

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
７
）も
ろ
こ
し

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

（注
８
）せ
い
し

の
日
よ
り
の
こ
と
と
な
ん
記
せ
る
。
思
ふ
に
、
昔
唐
土
に
て
、
善
政
を
ほ
ど
こ
し
け
る
良
吏
を
慕
ひ
て
、
生
詞
を

建
て
し
こ
と
こ
れ
か
れ
見
ゆ
。
こ
な
た
に
て
は
め
づ
ら
し
き
こ
と
な
り
。

　

か
ん
で
ん
じ
ひ
つ

（『閑
田
次
筆
』
に
よ
る
。）

夏
美
さ
ん

春
樹
さ
ん

夏
美
さ
ん

春
樹
さ
ん

「親
子
三
人
だ
け
が
住
む
小
さ
な
入
江
に
一

　

つ
の
村
が
で
き
て
、
駒
木
根
が
村
の
氏
神
と
し
て
ま
つ

ら
れ
た
と
書
か
れ
て
い
る
ね
。」

「そ
う
だ
ね
。
だ
け
ど
、
村
の
繁
栄
は
、
も
と
も
と
は
、
親
子
の
「
十輪
］
と
い
う
要
望
に
素
早
く
応

じ
た
国
君
の
お
か
げ
で
は
な
い
の
か
な
。
そ
れ
な
の
に
、
な
ぜ
駒
木
根
を
ま
つ
っ
た
の
だ
ろ
う
。」

「駒
木
根
が
あ
れ
こ
れ
と
段
取
り
を
し
た
か
ら
、
家
が
栄
え
、
村
に
ま
で
な
っ
た
の
は

『［自
助
＝
］』

と
考
え
た
の
ね
。」

「な
る
ほ
ど
。
立
派
な
役
人
を
生
き
て
い
る
う
ち
に
ま
つ
る
こ
と
は
、
『［＝
回
＝
］
』
で
あ
っ
た
と
書

か
れ
て
い
る
か
ら
、
駒
木
根
は
よ
ほ
ど
人
々
か
ら
慕
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
ね
。」



（－） 問

　

題８ ７ ６ ５ ４ ３ ２

ウ
ｂ ａ ｃ ｂ ａ

上‐ウア

解

　　　　　　　

．
答

．

　　　　　　　

欄

ブ本
「男支タ を た 古 遁：世仕 茨

．鎚

彰．ヲ く 本 善書 タ し、 の 鹸包み
ダズ の ｉ質 ヒイヒ の ′方宇 白り イ乙

腰 青白勺－を せ・ メ 同′を

…し、 ：長 しニもず ｒｌ隻ｊＬ
ト
メ
ー

多翌 ヒ複 を し 面
解”ネ紺 ル〈 わり

キ す考な し、歩里 な

寸 るえま だ露 鞍
ず

　

…
てま すし 胆

フ 従
え
－、
震
え

れ
凄
陀
鰐
園

競
鑓
解
ｉＬニ

の

署ん
ーぼｔ
飼え Ｌ硲朱

や 事 ′Ｊ
参淳捉 解

ｉＬニ

イリ
１麹 え

令
和
七
年
度

（三） 問

　

題４ ３ ２

ば
力＼

る

ぷ

お

　　

３

ど

　

ん

　

ざ

こ
“

つ
く
′フ

解

　　

答

　　

欄

（四） 問

　

題４ ３ ２

射
る
預
り‐

る

鉄
駅

宝
庫
「

　

答

　　

欄

国

旨五
ロロ

解

　

用

紙

問 題 得

　　

点

（－）

（二）

（三）

（四）

（五）

作

　

文

合

　

計

（二） 問

　

題５ ４ ３ ２

Ｌ イ
Ｃ ｂ ａ

ゥ

解

　　　　　　　

答

　　　　　　　

欄

の
＼ 自

白系タ小 目
狭

人
▲

　

．

　

▲

　

．・

　

▲

わぐ
人

ヒ／が“＼た
しヱ たらら 獅作 むく

人ちの の メム ′し 不日
せ々′茂 世 ７．ご 族 ‘こ

ど４土 し、 Ｌ
Ｌニも、安 の メヱ

２．

ずご

電
め▲

　

▲

　

▲

　

▲

　

・

　

▲

てな ′ＥＬ≧

つ ヒ る心＼ ′つ し、 き
て の体ら 〈 の た
しｒ カヲ翁 し 升う 、

形
じ

ま し

　

、 ０＼樽 さ そ し、

２‘世ｒ し の

堺く も
の

（五） 問

　

題３ ２

ｃ ｂ ａ ｃ ａ

が
払

っ
－系
は
か
ら

い
し

解

　　　　

答

　　　　

欄

　

上／

　

“々 りＥ

　

．” ア

　　　　

」ｂ
－
イ

ナ

電」

つ 力く ～を
番長は 立は

し ヵく し て
き 峻 し、 て ビ

ｒ し、

ヒ るや
の ｒ’

々 て
－を′

定 全

時

　

日

制 制

科

受
検
番
号

号．

氏

　

名



〔令
和
七
年
度

　

国
語

　

作
文
問
題
〕

次
の
資
料
は
、
あ
る
中
学
校
の
図
書
委
員
会
が
、
生
徒
の
読
書
活
動
を
推
進
す
る
た
め
に
作
成
し
た
図
書
館
だ
よ
り
の
一
部
で
あ
る
。
あ
な
た
は
、
中
学
生
が
今

よ
り
も
読
書
に
親
し
む
よ
う
に
な
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
か
。
そ
う
考
え
る
理
由
を
含
め
て
、
後
の
注
意
に
従
っ
て
述
べ
な
さ
い
。

全

日

制

定

時

　

制

　　　　　　　　　　　　　　　

形
１

受
検
番
号

ロぢ

氏

　

名

へ注
意
〉

１

　

上
の
資
料
を
見
て
気
づ
い
た
こ
と
を
交
え
て
書
く
こ
と
。

２

　

あ
な
た
が
体
験
し
た
こ
と
や
見
聞
し
た
こ
と
を
交
え
て
書
い
て
も
よ
い
。

３

　

段
落
は
、
内
容
に
応
じ
て
設
け
る
こ
と
。

４

　

文
章
の
長
さ
は
、
三
百
字
以
上
、
四
百
字
以
内
と
す
る
。

５

　

資
料
の
中
の
数
値
を
使
う
場
合
は
、
次
の
例
に
示
し
た
ど
ち
ら
の
書
き
方
で
も

　

よ
い
こ
と
と
す
る
。

　　

例

　

…七
…四
…
・
…四
％
…ま
た
は
…七
…十
…四
一
・
一国
％
…

　　　

モ
ー０
↑
る
…％
…ま
た
は
一七
千
一％
…

　

な
お
、
「％
」
は
、
「パ
ー
セ
ン
ト
Ｌ
と
書
い
て
も
よ
い
。

６

　

氏
名
は
右
の
氏
名
欄
に
書
き
、
文
題
は
書
か
な
い
こ
と
。

占
…得

資

４００字 ３００字 ２００字 １００字

　　　

（国立教育政策研究所の全国調査の結果による。）

学校の授業時間以外に、 普段 （月～金曜日）、
本を全く読まない児童生徒の割合

＼
平成２９年度 令和５年度

小学６年生 挑２０ 跳２４

中学３年生 挑鴇 ％７
”

３６

　　　　

（国立教育政策研究所の全国調査の結果による。）

中学生が今よりも読書に親しむようになるために

必要なことを、みんなで考えましょう。

　　　　　　　　　　　

００中学校図書委員会

読書活動の推進について考えよう１

読書が好きな児童生徒の割合

＼
平成２９年度 令和５年度

小学６年生 醗７４ 眺俊
中学３年生 臓 跳６６


