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一 		

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。（
作
問
の
都
合
上
、
一
部
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。）

　

私
の
「
新
・
相
対
性
理
論
」
の
骨
子
は
、「
人
間
社
会
の
あ
ら
ゆ
る
こ
と
は
『
時
間
』
が
基
準
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
も
の
で
す
。
と
い
う
の
も
、
有
限
の

時
間
の
中
で
生
き
て
い
る
人
類
に
と
っ
て
は
、「
時
間
」
く
ら
い
重
要
な
も
の
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
観
点
か
ら
多
く
を
見
て
い
く
と
、（
ア
）今
ま
で

の
解
釈
と
は
ま
る
で
違
っ
た
も
の
が
見
え
て
き
ま
す
。

　
　

Ａ　

	
古
代
人
が
洞ど
う
く
つ窟
の
壁
に
描
い
た
絵
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
の
絵
は
有
名
な
フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ス
コ
ー
洞
窟
を
始
め
世
界
中
で
発
見
さ
れ
て
い
ま

す
が
、
そ
こ
に
描
か
れ
て
い
る
も
の
は
、
バ
イ
ソ
ン
、
馬
、
鹿し

か

な
ど
、
大
型
の
野
生
動
物
で
す
。
中
に
は
狩
り
を
し
て
い
る
様
子
を
描
い
た
も
の
も
あ
り
ま
す
。

彼
ら
は
な
ぜ
そ
ん
な
絵
を
描
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。

　

有
力
な
説
の
ひ
と
つ
は
、
よ
り
多
く
の
獲
物
を
仕
留
め
た
い
と
い
う
一
種
の
ま
じ
な
い
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
で
す
。　

Ｂ　

	

絵
の
中
に
は
ラ
イ
オ
ン
や

熊く
ま

の
よ
う
な
狩
り
の
対
象
に
な
ら
な
い
恐
ろ
し
い
動
物
も
描
か
れ
て
い
る
の
で
、
説
得
力
が
い
ま
ひ
と
つ
で
す
。
ま
た
年
代
的
に
は
古
代
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
※
ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
が
描
い
た
壁
画
の
中
に
は
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
風
の
帆
船
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　

別
の
説
と
し
て
は
、
シ
ャ
ー
マ
ン
（
巫み

女こ

や
祈き

祷と
う

師し

）
が
神
が
か
り
と
な
っ
て
想
念
で
描
い
た
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
シ
ャ
ー
マ
ン
が
な
ぜ
優
れ

た
画
力
を
身
に
付
け
た
の
か
の
説
明
は
あ
り
ま
せ
ん
。　

Ｃ　

	

、
宗
教
的
儀
式
や
踊
り
な
ど
に
使
う
た
め
に
描
か
れ
た
と
い
う
説
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
狭
い

洞
窟
で
描
か
れ
た
絵
も
多
数
あ
り
、（
イ
）こ
れ
も
強
い
説
得
力
を
持
ち
ま
せ
ん
。
ど
う
や
ら
決
定
的
な
説
は
な
い
と
い
う
の
が
現
状
の
よ
う
で
す
。

　

私
は（
ウ
）こ
の
謎な
ぞ

を
「
時
間
」
と
い
う
視
点
で
考
え
て
み
ま
し
た
。
も
し
か
す
る
と
、
古
代
人
の
壁
画
は
「
過
去
の
再
現
」
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

古
代
人
が
洞
窟
に
バ
イ
ソ
ン
の
絵
を
描
こ
う
と
す
る
時
、
そ
ば
に
バ
イ
ソ
ン
は
い
ま
せ
ん
。
鹿
を
狩
る
場
面
が
描
か
れ
た
絵
も
、
そ
の
場
面
を
見
な
が
ら
描
い
た

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
は
「
描
き
手
」
が
※
脳の
う

裡り

に
あ
る
映
像
を
頼
り
に
描
い
た
も
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
映
像
と
は
彼
が
実
際
に
見
た
過
去
の
出
来

事
に
他
な
り
ま
せ
ん
。　

Ｄ　

	

彼
は
洞
窟
の
壁
に
過
ぎ
去
っ
た
過
去
を
甦
よ
み
が
えら
せ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

　
　

Ｅ　

	

そ
れ
は
無
意
識
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
結
果
的
に
壁
に
刻
ま
れ
た
の
は
、
過
ぎ
去
っ
た
「
時
間
」
で
す
。
そ
の
証
拠
に
古
代
人
の
壁
画

に
は
風
景
画
は
あ
り
ま
せ
ん
。
山
や
谷
や
海
は
、
過
去
も
現
在
も
未
来
も
常
に
そ
こ
に
あ
り
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
「
過
ぎ
去
っ
た
時
間
」
を
表
す
も
の
で
は
な

い
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
古
代
人
に
と
っ
て
は
、
絵
は
「
過
去
の
時
間
」
を
再
現
す
る
た
め
の
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
古
代
人
に
と
っ
て
は
「
時
間
」
と

は
「
変
化
す
る
も
の
」「
動
く
も
の
」
だ
っ
た
の
で
す
。
洞
窟
壁
画
は
ど
れ
も
非
常
に
上う

手ま

く
、
お
そ
ら
く
選
ば
れ
た
者
が
代
表
し
て
描
い
た
の
で
し
ょ
う
。
つ

ま
り
そ
の
絵
は（
エ
）彼
ら
の
願
望
な
の
で
す
。
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そ
の
後
、
文
明
が
発
達
す
る
と
と
も
に
絵
画
も
進
化
し
、
様
々
な
絵
が
描
か
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
も
そ
も
絵
と
い
う
も
の
は
「
流
れ
て
い
く
時

間
（
瞬
間
）」
を
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
い
う
願
い
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
絵
の
ジ
ャ
ン
ル
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
肖
像
画
」
な
ど
は

そ
の
代
表
で
す
。

【
Ⅰ
】　

現
代
の
我
々
が
使
っ
て
い
る
カ
メ
ラ
と
写
真
に
も
同
じ
こ
と
が
言
え
ま
す
。
現
代
人
の
ほ
と
ん
ど
は
ス
マ
ホ
を
持
っ
て
い
て
、
旅
行
や
コ
ン
パ
や
楽
し

い
会
合
の
時
は
記
念
写
真
を
撮
り
ま
す
。
ま
た
ス
ポ
ー
ツ
や
コ
ン
サ
ー
ト
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
で
も
写
真
を
撮
り
ま
す
。
そ
れ
は
実
は
そ
の
瞬
間
の
時
間
を
と
ど
め

て
お
き
た
い
と
い
う
願
望
以
外
の
何
物
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。（
オ
）つ
ま
り
基
本
的
に
は
何
万
年
も
前
に
洞
窟
に
絵
を
描
い
た
古
代
人
と
同
じ
思
い
を
持
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
画
像
フ
ァ
イ
ル
と
な
っ
た
写
真
を
眺
め
る
時
、
私
た
ち
が
見
て
い
る
の
は
「
過
去
」
で
す
。
そ
れ
は
か
つ
て
こ
の
世
に
存
在
し
、
今
は
も
う
過
ぎ

去
っ
て
ど
こ
に
も
な
く
な
っ
た
「
時
間
」
な
の
で
す
。
し
か
し
写
真
の
中
に
は
、
そ
れ
ら
の
「
時
間
」
が
永
久
に
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

【
Ⅱ
】　

写
真
で
思
い
出
し
ま
し
た
が
、
葛か

つ
し
か飾
北ほ
く
さ
い斎
の
「
冨ふ

嶽が
く

三
十
六
景
」
の
中
の
一
枚
に
「
神
奈
川
沖
浪な
み

裏う
ら

」
と
い
う
絵
（
版
画
）
が
あ
り
ま
す
。
大
波
が
船

を
吞の

み
込
む
よ
う
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
有
名
な
絵
で
す
。
こ
の
絵
が
描
か
れ
た
頃
に
は
写
真
機
は
ま
だ
発
明
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
つ
ま
り
北
斎
は
現
代

の
カ
メ
ラ
で
し
か
撮
影
で
き
な
い
映
像
を
絵
に
し
た
の
で
す
。
ま
さ
に
彼
は
「
瞬
間
」
を
永
遠
に
残
し
た
わ
け
で
す
。

【
Ⅲ
】　

余
談
で
す
が
、
こ
の
絵
に
は
大
波
の
は
る
か
向
こ
う
に
富
士
山
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
山
は
不
動
の
象
徴
で
す
。
つ
ま
り
北
斎
は
動
か
ざ
る
も
の
と
止

ま
ら
ざ
る
も
の
を
、
ひ
と
つ
の
絵
の
中
に
組
み
入
れ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
私
の
「
新
・
相
対
性
理
論
」
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
彼
は
「
時
間
の
静
止
と
動
き
」

を
同
時
に
描
い
た
と
も
言
え
ま
す
。
ま
さ
に
絵
画
史
上
に
残
る
大
傑け

っ

作
で
す
。
ま
さ
に
天
才
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。（
カ
）彼
の
絵
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

画
家
た
ち
を
驚
愕が

く

さ
せ
た
の
は
当
然
で
し
ょ
う
。

【
Ⅳ
】　

私
は
、
絵
は
本
来
、「
過
去
の
時
間
」
の
再
現
で
あ
り
、
古
代
人
の
洞
窟
壁
画
は
、「
時
間
」
を
そ
こ
に
と
ど
め
た
い
と
い
う
彼
ら
の
願
望
が
具
現
化
し

た
も
の
で
は
な
い
か
と
書
き
ま
し
た
。

　
（
キ
）同
じ
こ
と
は
物
語
に
も
見
ら
れ
ま
す
。
現
在
、
伝
え
ら
れ
る
人
類
の
最
も
古
い
物
語
は
「
神
話
」
や
「
※
叙
事
詩
」
で
す
。『
ギ
ル
ガ
メ
ッ
シ
ュ
叙
事
詩
』

『
旧
約
聖
書
』『
イ
リ
ア
ス
』
な
ど
が
有
名
で
す
。
日
本
に
も
『
古
事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
多
く
は
、
人
類
が
ま
だ
文
字
を
持
た
な
い

時
代
か
ら
口く

伝で
ん

で
継
承
さ
れ
て
き
た
も
の
が
ベ
ー
ス
と
な
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
で
し
ょ
う
。
文
字
と
し
て
残
さ
れ
る
前
に
歴
史
の
中
に
消
え
て
し
ま
っ
た
物
語
も

無
数
に
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

　

こ
れ
ら
の
物
語
に
共
通
す
る
の
は
、
い
ず
れ
も
「
過
去
の
話
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
昔
、
あ
る
と
こ
ろ
に
～
」
と
い
う
も
の
で
す
。
お
そ
ら
く
誕
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生
の
瞬
間
に
は
、
既
に
「
古
い
物
語
」
だ
っ
た
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。「
神
々
の
物
語
」
が
同
時
進
行
で
語
ら
れ
た
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
。
ま
た
す
べ
て

の
物
語
に
は
必
ず
始
ま
り
と
終
わ
り
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
物
語
と
は
、
あ
る
時
間
か
ら
あ
る
時
間
ま
で
を
切
り
取
っ
て
、
保
存
し
た
も
の
な
の
で
す
。（
厳
密

に
は
口
伝
も
同
様
で
す
）。
そ
し
て
そ
の
「
切
り
取
ら
れ
て
保
存
さ
れ
た
時
間
」
は
、
読
ま
れ
る
（
あ
る
い
は
語
ら
れ
る
）
た
び
に
読
者
（
聴
者
）
の
前
で
再
現

さ
れ
ま
す
。

　

つ
ま
り
、
人
類
は
物
語
を
作
る
こ
と
で
、
絵
と
同
じ
よ
う
に
「
時
間
」
を
封
じ
込
め
、
そ
れ
を
未
来
に
残
す
こ
と
に
成
功
し
た
の
で
す
。（
ク
）こ
れ
は
「
有
限

な
時
間
」
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
人
類
の
、「
時
間
」
に
対
す
る
反
逆
と
も
言
え
ま
す
。

【
Ⅴ
】　

絵
は
「
瞬
間
の
時
間
」
を
画
像
で
、
物
語
は
「
切
り
取
ら
れ
た
時
間
」
を
言
葉
で
、
残
し
た
も
の
な
の
で
す
。
私
は
古
い
絵
画
や
文
学
を
前
に
す
る

と
、「
時
間
」
を
閉
じ
込
め
よ
う
と
し
た
人
類
の
執
念
を
見
る
よ
う
で
不
思
議
な
感
動
に
襲
わ
れ
ま
す
。

	

（
百
田
尚
樹
『
成
功
は
時
間
が
10
割
』）

　
　

注　

ア
ボ
リ
ジ
ニ
ー
…
…
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
陸
の
先
住
民
。　
　

脳
裏
…
…
頭
の
中
。
心
の
中
。

　
　
　
　

叙
事
詩
…
…
一
般
的
に
は
民
族
の
英
雄
や
神
話
、
民
族
の
歴
史
と
し
て
語
り
伝
え
る
価
値
の
あ
る
事
件
を
出
来
事
の
物
語
と
し
て
語
り
伝
え
る
も
の
。

問
一 

　
　
　

（
ア
）「
今
ま
で
の
解
釈
と
は
ま
る
で
違
っ
た
も
の
が
見
え
て
き
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
今
ま
で
の
解
釈
」
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
を
次

の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

多
く
の
獲
物
を
仕
留
め
た
い
と
い
う
ま
じ
な
い
。

②　

シ
ャ
ー
マ
ン
が
想
念
で
描
い
た
も
の
。

③　

宗
教
的
儀
式
の
際
に
使
う
も
の
。

④　

踊
り
を
踊
る
際
に
用
い
た
も
の
。

⑤　

過
ぎ
去
っ
た
過
去
を
甦
ら
せ
る
も
の
。
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問
二 

空
欄	　

Ａ　

	

～	　

Ｅ　

	

に
入
る
適
語
を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

し
か
し　
　

②　

ま
た　
　

③　

も
ち
ろ
ん　
　

④　

た
と
え
ば　
　

⑤　

つ
ま
り

問
三 
　
　
　

（
イ
）「
こ
れ
も
強
い
説
得
力
を
持
ち
ま
せ
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
説
得
力
が
な
い
の
で
す
か
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の

を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

大
型
動
物
以
外
に
狩
り
の
対
象
に
な
ら
な
い
恐
ろ
し
い
動
物
も
描
か
れ
て
い
る
か
ら
。

②　

壁
画
に
は
動
物
や
狩
り
の
様
子
以
外
に
、
帆
船
な
ど
も
描
か
れ
て
い
る
か
ら
。

③　

シ
ャ
ー
マ
ン
が
実
際
に
優
れ
た
画
力
を
身
に
付
け
て
い
た
証
拠
が
な
い
か
ら
。

④　

踊
り
や
儀
式
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
狭
い
洞
窟
で
描
か
れ
た
絵
も
多
数
あ
る
か
ら
。

⑤　

壁
画
の
「
描
き
手
」
が
実
際
に
見
た
過
去
の
出
来
事
を
描
い
て
い
る
か
ら
。

問
四 

　
　
　

（
ウ
）「
こ
の
謎
」
と
は
ど
の
よ
う
な
「
謎
」
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の

番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

フ
ラ
ン
ス
の
ラ
ス
コ
ー
洞
窟
を
始
め
、
古
代
人
が
洞
窟
に
動
物
な
ど
の
壁
画
を
描
い
た
の
は
な
ぜ
か
。

②　

よ
り
多
く
の
動
物
を
仕
留
め
る
た
め
の
ま
じ
な
い
と
し
て
、
な
ぜ
壁
画
に
大
型
動
物
を
描
い
た
の
か
。

③　

神
が
か
り
と
な
っ
た
シ
ャ
―
マ
ン
が
、
な
ぜ
す
ぐ
れ
た
画
力
を
身
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。

④　

シ
ャ
ー
マ
ン
が
宗
教
的
儀
式
や
踊
り
に
使
用
す
る
た
め
、
狭
い
洞
窟
に
壁
画
を
描
い
た
の
は
な
ぜ
か
。

⑤　

古
代
人
が
壁
画
を
描
い
た
目
的
に
つ
い
て
、
現
代
に
な
っ
て
も
決
定
的
な
説
が
な
い
の
は
な
ぜ
か
。
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問
五 

　
　
　

（
エ
）「
彼
ら
の
願
望
」
と
あ
り
ま
す
が
、
だ
れ
の
ど
の
よ
う
な
願
望
で
す
か
。
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な

さ
い
。

①　

古
代
人
の
獲
物
を
多
く
仕
留
め
た
い
と
い
う
願
望
。

②　

古
代
人
の
過
ぎ
去
っ
た
時
間
を
表
現
し
た
い
と
い
う
願
望
。

③　

古
代
人
の
過
去
の
時
間
を
再
現
し
た
い
と
い
う
願
望
。

④　

狩
人
の
鹿
を
狩
る
姿
を
永
遠
に
残
し
た
い
と
い
う
願
望
。

⑤　

描
き
手
の
脳
裡
に
あ
る
映
像
を
壁
画
に
し
た
い
と
い
う
願
望
。

問
六 

　
　
　
（
オ
）「
つ
ま
り
基
本
的
に
は
何
万
年
も
前
に
洞
窟
に
絵
を
描
い
た
古
代
人
と
同
じ
思
い
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
」
と
あ
り
ま
す

が
、
ど
う
い
う
点
で
同
じ
思
い
を
持
っ
て
い
る
の
で
す
か
。
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

絵
も
写
真
も
流
れ
て
い
く
時
間
を
と
ど
め
て
お
く
も
の
で
あ
る
点
。

②　

絵
も
写
真
も
そ
の
瞬
間
の
時
間
を
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
い
う
願
望
の
現
れ
で
あ
る
点
。

③　

絵
も
写
真
も
楽
し
い
思
い
出
を
記
念
に
残
し
て
お
き
た
い
と
い
う
願
望
の
現
れ
で
あ
る
点
。

④　

狩
り
と
同
様
に
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
で
そ
の
瞬
間
を
と
ど
め
て
お
き
た
い
と
思
う
点
。

⑤　

過
ぎ
去
っ
た
時
間
を
絵
や
写
真
で
永
久
に
封
じ
込
め
て
い
る
点
。

問
七 

　
　
　

（
カ
）「
彼
の
絵
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
画
家
た
ち
を
驚
愕
さ
せ
た
の
は
当
然
で
し
ょ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
当
然
な
の
で
す
か
。
そ
の
理
由
と

し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

北
斎
の
絵
は
、「
過
去
」
の
時
間
を
永
久
に
絵
の
中
に
封
じ
込
め
て
い
る
か
ら
。

②　

北
斎
は
、
大
波
が
船
を
呑
み
込
む
よ
う
に
立
ち
上
が
っ
て
い
る
有
名
な
絵
を
描
い
た
か
ら
。

③　

北
斎
は
現
代
の
カ
メ
ラ
で
し
か
撮
影
で
き
な
い
映
像
を
絵
に
し
た
か
ら
。

④　

北
斎
は
動
か
ざ
る
も
の
と
止
ま
ら
ざ
る
も
の
を
一
つ
の
絵
に
描
い
た
か
ら
。

⑤　

北
斎
は
絵
画
史
上
に
残
る
大
傑
作
を
描
い
た
天
才
で
あ
る
か
ら
。
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問
八 

　
　
　

（
キ
）「
同
じ
こ
と
は
物
語
に
も
見
ら
れ
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
と
ど
の
よ
う
な
点
で
同
じ
な
の
で
す
か
。
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

物
語
は
古
代
人
の
壁
画
と
同
様
に
、
文
字
を
持
た
な
い
人
類
が
後
世
に
歴
史
を
伝
え
よ
う
と
し
た
点
。

②　

物
語
は
古
代
人
の
壁
画
と
同
様
に
、
長
い
歴
史
の
中
に
消
え
て
し
ま
っ
た
も
の
も
無
数
に
あ
る
点
。

③　

物
語
は
絵
と
同
様
に
、
時
間
を
切
り
取
っ
て
保
存
し
再
現
す
る
こ
と
で
、
未
来
に
残
し
た
点
。

④　

物
語
は
絵
と
同
様
に
、
過
去
を
切
り
取
り
、
人
々
の
前
で
再
現
さ
れ
、
感
動
さ
せ
る
点
。

⑤　

物
語
は
絵
と
同
様
に
神
々
の
姿
を
現
代
に
再
現
し
、
未
来
に
残
す
こ
と
に
成
功
し
た
点
。

問
九 

　
　
　

（
ク
）「
こ
れ
は
『
有
限
な
時
間
』
し
か
与
え
ら
れ
な
か
っ
た
人
類
の
、『
時
間
』
に
対
す
る
反
逆
と
も
言
え
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
説

明
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

時
間
は
止
ま
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
絵
や
物
語
に
よ
っ
て
切
り
取
り
保
存
す
る
こ
と
で
未
来
へ
残
し
た
こ
と
。

②　

時
間
を
自
由
に
切
り
取
り
、
封
じ
込
め
る
こ
と
で
、
有
限
な
時
間
を
無
限
の
も
の
へ
と
変
化
さ
せ
た
こ
と
。

③　

「
過
去
の
瞬
間
」
や
「
過
去
の
話
」
を
切
り
取
り
封
じ
込
め
る
こ
と
で
、
神
々
の
物
語
を
後
世
に
残
し
た
こ
と
。

④　

「
瞬
間
の
時
間
」
や
「
切
り
取
ら
れ
た
時
間
」
を
画
像
や
言
葉
で
残
す
こ
と
で
、
人
類
の
執
念
を
後
世
に
残
し
た
こ
と
。

⑤　

古
い
絵
画
や
文
学
に
よ
っ
て
「
時
間
」
を
閉
じ
込
め
る
こ
と
で
、
人
類
の
執
念
を
見
せ
つ
け
よ
う
と
し
た
こ
と
。

問
十 

本
文
を
大
き
く
二
つ
の
段
落
に
分
け
た
と
き
、
二
つ
目
の
段
落
は
ど
こ
か
ら
始
ま
り
ま
す
か
。
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー

ク
し
な
さ
い
。

①  

【
Ⅰ
】　
　

②  

【
Ⅱ
】　
　

③  

【
Ⅲ
】　
　

④  

【
Ⅳ
】　
　

⑤  
【
Ⅴ
】
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問
十
一 

「
新
・
相
対
性
理
論
」
に
つ
い
て
学ま
な
ぶさ
ん
と
京み
や
こさ
ん
が
話
し
合
い
ま
し
た
。
次
の
会
話
文
を
読
ん
で
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

（
１
）　
　
　
　

	

に
入
る
文
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

　
　
　

①　

時
間
を
む
だ
に
し
な
い

　
　
　

②　

時
間
の
概
念
を
変
え
る

　
　
　

③　

有
意
義
な
時
間
を
過
ご
す

　
　
　

④　

長
い
時
間
を
か
け
る

　
　
　

⑤　

時
間
を
切
り
取
る

学
さ
ん　

「
筆
者
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
相
対
性
理
論
』
を
意
識
し
て
名
付
け
た
の
だ
ろ
う
ね
。」

京
さ
ん　

		

「
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
相
対
性
理
論
』
は
光
の
速
度
だ
け
を
不
変
の
も
の
と
し
、
時
間
や
空
間
は
ゆ
が
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
論
だ

け
れ
ど
、
筆
者
の
理
論
は
ど
こ
が
新
し
い
の
か
し
ら
。」

学
さ
ん　

「
時
間
は
変
化
し
、
動
く
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
を
古
代
人
が
す
で
に
意
識
し
て
い
た
と
い
う
点
で
は
な
い
か
と
思
う
よ
。」

京
さ
ん　

「
過
去
の
時
間
を
再
現
す
る
た
め
に
、
絵
画
や
物
語
を
記
し
た
と
い
う
の
も
面
白
い
考
え
方
よ
ね
。」

学
さ
ん　

		

「
人
類
は
有
限
な
時
間
の
中
で
ど
の
よ
う
に
生
き
る
か
を
考
え
、
充
実
し
た
時
間
を
送
る
こ
と
で
長
い
時
間
を
生
き
た
と
感
じ
ら
れ
る
こ
と

に
気
づ
い
た
ん
だ
ね
。」

京
さ
ん　

「『
新
・
相
対
性
理
論
』
は
時
間
に
対
す
る
考
え
方
を
変
え
る
こ
と
で
、
時
間
の
長
さ
が
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
し
ら
。」

学
さ
ん　

「
人
類
は	　
　
　
　

	
こ
と
で
有
限
で
あ
る
時
間
を
生
き
て
い
た
ん
だ
ね
。」

京
さ
ん　

「
私
た
ち
も
時
間
を
大
切
に
し
て
毎
日
を
過
ご
し
た
い
わ
ね
。」
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（
２		

）
次
の
時
間
に
関
す
る
偉
人
の
言
葉
の
中
で
、
一
つ
だ
け
内
容
の
異
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

　
　
　

①　

賢
い
人
間
は
時
間
を
無
駄
に
す
る
こ
と
に
最
も
腹
が
立
つ
。（
ダ
ン
テ
）

　
　
　

②　

成
功
者
の
ほ
と
ん
ど
は
他
人
が
時
間
を
浪
費
し
て
い
る
間
に
先
へ
進
む
。（
フ
ォ
ー
ド
）

　
　
　

③　

お
前
が
い
つ
の
日
か
出
会
う
禍

わ
ざ
わ
いは
、
お
前
が
お
ろ
そ
か
に
し
た
あ
る
時
間
の
報む
く

い
で
あ
る
。（
ナ
ポ
レ
オ
ン
）

　
　
　

④　

一
時
間
の
浪
費
を
な
ん
と
も
思
わ
な
い
人
は
、
人
生
の
価
値
を
ま
だ
発
見
し
て
は
い
な
い
。（
ダ
ー
ウ
ィ
ン
）

　
　
　

⑤　

時
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
速
さ
で
走
る
も
の
な
の
だ
。（
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
）
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二 		

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。（
作
問
の
都
合
上
、
一
部
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。）

　

江
戸
で
の
※
大だ
い
し
ょ
う
れ
き

小
暦
の
制
作
は
17
世
紀
に
遡
さ
か
の
ぼり
、
初
期
は
墨
一
色
の
シ
ン
プ
ル
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
ら
に
は
人
物
の
※
衣え

文も
ん

に
月
を
示
す
漢
数
字
を
組

み
込
む
文
字
絵
が
目
立
っ
て
い
る
。
文
字
絵
に
す
る
と
情
報
は
読
み
取
り
に
く
く
な
る
が
、
売
り
物
と
し
て
は
趣
向
の
面
白
さ
が
重
要
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
そ
う

し
た
絵
が
主
体
と
な
っ
た
大
小
暦
を
、
絵え

ご
よ
み暦
と
呼
ん
で
い
る
。

　

版
画
技
法
の
発
達
と
と
も
に
絵
暦
も
進
化
し
た
。
鈴す

ず

木き

春は
る

信の
ぶ

に
よ
る
多
色
刷
り
の
技
法
の
完
成
が
明
和
二
年
（
一
七
六
五
）
の
絵
暦
交
換
会
が
き
っ
か
け
だ
っ
た

こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
絵
暦
の
流
行
が
版
画
技
術
の
発
達
を（
Ａ
）ウ
ナ
ガ
し
た
と
も
言
え
そ
う
で
あ
る
。
春
信
の
絵
暦
は
月
を
示
す
漢
数
字
を
細
部
に

そ
っ
と
隠
す
よ
う
な
シ
ン
プ
ル
な
趣
向
が
多
く
、
文
字
絵
と
し
て
は
さ
し
て
斬ざ

ん
し
ん新
と
は
言
え
な
い
が
、
情
趣
溢あ
ふ

れ
る
美
人
の
表
現
が（
Ｂ
）ヒ
ョ
ウ
バ
ン
と
な
っ
た
。

　

月
の
大
小
を
画
面
に
忍
ば
せ
る
ア
イ
デ
ア
は
次
第
に
豊
富
に
な
っ
て
い
っ
た
。
例
え
ば
子
の
字
を
十
二
個
書
き
連
ね
た
書
軸
を
画
中
に
描
き
こ
ん
だ
絵
暦
が
あ

る
。
こ
の
書
は
「
猫ね

こ

の
子
の
子
猫
、
獅し

子し

の
子
の
子
獅
子
」
と
読
ま
せ
る
の
だ
ろ
う
が
、
よ
く
見
る
と
子
の
字
の
大
き
さ
に
微
妙
な
大
小
が
あ
り
、
そ
の
並
び
が

そ
の
年
の
月
の
大
小
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
字
の
意
味
で
は
な
く
大
き
さ
が（
ア
）記
号
的
意
味
を
示
す
の
で
、
絵
文
字
と
呼
ぶ
べ
き
趣
向
で
あ
る
。
数
字
の

代
わ
り
に
例
え
ば
雛ひ

な

人
形
や
花は
な

菖し
ょ
う
ぶ蒲
を
画
中
の
襖ふ
す
まに
描
い
て
そ
れ
ぞ
れ
二
月
と
五
月
を
示
す
絵
暦
も
あ
り
、
文
字
通
り
の
絵
文
字
の
趣
向
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
。

　

ご
く
一
例
を
示
し
た
だ
け
だ
が
、
絵
暦
に
は
文
字
絵
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
も
絵
文
字
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
も
含
ま
れ
る
な
ど
、
様
々
な
文
字
遊
び
が
凝
縮
さ
れ
て
い

る
。

　

絵
暦
は
葉
書
ほ
ど
の
小
さ
な
版
画
が
ほ
と
ん
ど
だ
が
、
今
日
の
年
賀
状
の
よ
う
に
様
々
な
ア
イ
デ
ア
が
詰
め
込
ま
れ
て
お
り
、
見
る
者
を（
Ｃ
）ア
き
さ
せ
な
い
。

浮
世
絵
そ
の
も
の
が
支
配
層
の
た
め
の
※
フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
の
対
極
に
あ
る
庶し
ょ
み
ん民
芸
術
で
あ
る
が
、
生
活
情
報
を
忍
ば
せ
た
小
ぶ
り
な
絵
暦
は
、
ま
さ
に
生
活
密

着
の
ア
ー
ト
で
あ
っ
た
。

　

以
上
文
字
と
絵
が
複
雑
に
絡
み
合
う
日
本
絵
画
の
様
々
な
例
を
見
て
き
た
。文
字
を
書
き
連
ね
て
宝
塔
な
ど
の
形
を
描
く
文
字
絵
は
お
そ
ら
く
中
国
に
キ（
Ｄ
）ゲ
ン

が
あ
り
、
文
字
を
絵
画
的
な
手
法
で
飾
る
絵
文
字
は
世
界
各
地
で
み
ら
れ
る
な
ど
、
す
べ
て
が
日
本
の（
イ
）オ
リ
ジ
ナ
ル
と
い
う
わ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
な
い
。
し

か
し
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
豊
富
さ
と
そ
れ
ぞ
れ
の
質
の
高
さ
に
お
い
て
、
日
本
の
文
字
絵
や
絵
文
字
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
域
に
達
し
て
い
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
ス
マ
ホ
等
で
使
わ
れ
る
絵
文
字
の
分
野
で
日
本
が
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
で
あ
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

　

日
本
で
文
字
絵
や
絵
文
字
が
発
達
し
た
理
由
と
し
て
、
仮
名
文
字
が
漢
字
を
く
ず
す
中
か
ら
生
ま
れ
た
こ
と
や
、
江
戸
の
町
人
の
識
字
率
の
高
さ
な
ど
が
考
え
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ら
れ
る
が
、
多
く
の
タ
イ
プ
の
祖
型
が
す
で
に（
ウ
）平
安
時
代
に
生
ま
れ
、
長
い
時
間
を
か
け
て
庶
民
層
に
拡
大
し
た
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
同
質
性
の
高
い
文

化
環
境
が
長
く
続
い
た
こ
と
が
、
一
番
の
理
由
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
文
化
的
に
は
長
く
※
ガ
ラ
パ
ゴ
ス
状
態
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

　
（
エ
）絵
と
文
字
を
寄
り
添
わ
せ
る
様
々
な
表
現
に
は
遊
び
の
要
素
が
濃
い
も
の
が
多
く
み
ら
れ
る
。
辻つ
じ

惟の
ぶ

雄お

の
『
日
本
美
術
の
見
方
』
に
つ
い
て
は
た
び
た
び

言
及
し
て
い
る
が
、
辻
は
こ
の
名
著
で
〝
遊
戯
性
〟
を
重
要
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
挙
げ
て
い
る
。
遊
戯
性
は
見
る
者
を（
Ｅ
）イ
ア
ツ
す
る
造
形
と
は
縁
遠
く
、
見
る

者
を
楽
し
ま
せ
る
造
形
の
在
り
方
に
深
く
か
か
わ
る
が
、
文
字
絵
や
絵
文
字
は
そ
の
最
た
る
も
の
と
言
っ
て
良
い
。
そ
の
流
れ
は
現
代
の
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ

ン
や
マ
ン
ガ
に
ま
で
つ
な
が
っ
て
お
り
、
日
本
美
術
の
強
み
と
も
な
っ
て
い
る
。

	

（
矢
島
新
『
日
本
美
術
の
核
心
―
周
辺
文
化
が
生
ん
だ
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
』）

　
　

注　

大
小
暦
…
…		

月
の
大
小
を
示
す
暦
。
太
陰
太
陽
暦
で
は
、
三
十
日
（
大
の
月
）
と
二
十
九
日
（
小
の
月
）
と
の
配
列
が
年
ご
と
に
違
う
の
で
、
そ
の
年
の
月
の
大
小
の
順
序
を
覚
え
や
す

い
よ
う
に
漢
詩
や
俳
句
な
ど
の
短
文
で
表
し
た
り
、
大
の
月
、
小
の
月
の
数
字
で
文
字
絵
を
作
り
そ
れ
で
そ
の
年
の
干え

支と

の
動
物
を
描
い
た
り
す
る
こ
と
が
江
戸
時
代
に
流

行
し
た
。

　
　
　
　

衣
文
…
…
美
術
用
語
と
し
て
は
、
絵
画
・
彫
刻
に
描
か
れ
て
い
る
衣
装
類
の
し
わ
の
こ
と
。

　
　
　
　

フ
ァ
イ
ン
ア
ー
ト
…
…
絵
画
・
彫
刻
・
建
築
な
ど
の
視
覚
芸
術
。

　
　
　
　

ガ
ラ
パ
ゴ
ス
…
…
ア
イ
デ
ア
な
ど
が
日
本
独
自
の
機
能
や
サ
ー
ビ
ス
に
こ
だ
わ
っ
た
結
果
、
海
外
で
は
受
け
入
れ
ら
れ
に
く
く
な
っ
て
い
る
状
態
の
こ
と
。

問
一 

　
　
　

（
ア
）「
記
号
的
意
味
を
示
す
」
の
説
明
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ

い
。①　

絵
暦
の
広
ま
り
と
と
も
に
、
本
来
の
意
味
を
失
っ
た
文
字
を
用
い
て
暦
を
示
す
こ
と
。

②　

暦
は
読
み
や
す
さ
よ
り
も
面
白
さ
が
重
視
さ
れ
て
い
た
の
で
、
漢
数
字
で
は
な
い
文
字
を
用
い
て
示
す
こ
と
。

③　

文
字
を
絵
と
し
て
捉
え
て
表
現
す
る
こ
と
で
、
文
字
が
ま
っ
た
く
読
め
な
い
人
の
た
め
に
暦
を
示
す
こ
と
。

④　

漢
字
が
持
つ
言
葉
と
し
て
の
意
味
合
い
は
な
く
、「
子
」
の
文
字
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
暦
を
示
す
こ
と
。

⑤　

「
子
」
の
文
字
に
つ
い
て
「
ね
」「
こ
」「
し
」
と
様
々
な
読
み
方
を
用
い
る
こ
と
で
、
読
み
手
に
な
ぞ
解
き
の
楽
し
み
を
示
す
こ
と
。
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問
二 

　
　
　

（
イ
）「
オ
リ
ジ
ナ
ル
」
の
対
義
語
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

ガ
イ
ド　
　
　

②　

コ
ピ
ー　
　
　

③　

セ
ル
フ　
　
　

④　

テ
ー
マ　
　
　

⑤　

パ
タ
ー
ン

問
三 
　
　
　

「
で
」
の
用
法
と
同
じ
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

小
説
を
読
ん
で
い
る
。　
　
　
　
　
　
　

②　

海
は
静
か
で
あ
っ
た
。　
　
　
　
　
　
　
　

③　

東
京
で
再
開
し
た
。

④　

楽
し
そ
う
で
な
に
よ
り
だ
。　
　
　
　
　

⑤　

明
日
は
月
曜
で
掃
除
当
番
の
日
だ
。

問
四 

　
　
　

（
ウ
）「
平
安
時
代
」
に
成
立
し
た
作
品
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①  

『
万
葉
集
』　
　
　

②  

『
平
家
物
語
』　
　
　

③  

『
方
丈
記
』　
　
　

④  

『
枕
草
子
』　
　
　

⑤  

『
新
古
今
和
歌
集
』

問
五 

　
　
　

（
エ
）「
絵
と
文
字
を
寄
り
添
わ
せ
る
様
々
な
表
現
」
と
し
て
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の

⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
⌇
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を

マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

絵
暦　
　
　

②　

絵
文
字　
　
　

③　

仮
名
文
字　
　

④　

グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
デ
ザ
イ
ン　
　

⑤　

マ
ン
ガ

問
六 

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①	

絵
暦
の
よ
う
に
文
字
と
絵
の
融
合
に
よ
っ
て
見
る
も
の
を
楽
し
ま
せ
る
文
化
が
、
ス
マ
ホ
の
絵
文
字
や
マ
ン
ガ
な
ど
現
代
に
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

②　

生
活
に
密
着
し
た
絵
暦
は
、
庶
民
が
楽
し
め
る
要
素
を
取
り
入
れ
る
た
め
に
、
文
字
に
絵
の
要
素
を
含
ま
せ
る
こ
と
で
発
展
し
て
い
っ
た
。

③　

日
本
で
生
ま
れ
た
文
字
絵
は
、
世
界
各
国
で
は
見
ら
れ
な
い
固
有
の
も
の
で
、
現
代
の
マ
ン
ガ
文
化
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

④　

絵
暦
は
生
活
に
関
連
す
る
情
報
が
盛
り
込
ま
れ
て
お
り
、
庶
民
の
間
で
広
ま
っ
て
い
く
中
で
芸
術
的
要
素
が
含
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

⑤　

江
戸
時
代
に
広
ま
っ
た
絵
暦
で
使
わ
れ
て
い
た
文
字
が
、
現
在
ス
マ
ホ
等
で
用
い
ら
れ
る
絵
文
字
や
文
字
絵
の
原
点
と
な
っ
た
。
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問
七 

　
　
　

（
Ａ
）
～
（
Ｅ
）
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　

①　

岩
が
ホ
ウ
ラ
ク
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜
　

②　

天
気
ヨ
ホ
ウ
を
見
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

（
Ｃ
）　

ア
き　
　
　

�　

③　

水
蒸
気
が
ホ
ウ
ワ
状
態
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　

④　

西
洋
文
化
を
モ
ホ
ウ
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　

⑤　

サ
イ
ホ
ウ
道
具
を
そ
ろ
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　

①　

布
を
ヒ
ョ
ウ
ハ
ク
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　

②　

交
渉
の
ド
ヒ
ョ
ウ
に
上
が
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

（
Ｂ
）　

ヒ
ョ
ウ
バ
ン
�　

③　

長
年
の
疑
問
が
ヒ
ョ
ウ
カ
イ
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　

④　

ヒ
ョ
ウ
ギ
会
を
開
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　

⑤　

シ
ョ
ウ
ヒ
ョ
ウ
を
登
録
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　

①　

大
会
の
キ
ソ
ク
を
守
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　

②　

野
菜
の
ソ
ク
セ
イ
栽
培
を
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

（
Ａ
）　

ウ
ナ
ガ
し
た
�　

③　

無
病
ソ
ク
サ
イ
を
願
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　

④　

視
力
を
ソ
ク
テ
イ
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　

⑤　

試
合
の
ソ
ク
ホ
ウ
を
伝
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　

①　

文
明
の
ゲ
ン
リ
ュ
ウ
を
た
ど
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　

②　

ゲ
ン
ソ
ウ
的
な
光
景
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

（
Ｄ
）　

キ
ゲ
ン　
　

�　

③　

人
口
が
ゲ
ン
シ
ョ
ウ
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　

④　

ゲ
ン
ソ
記
号
を
暗
記
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　

⑤　

ゲ
ン
ガ
ッ
キ
を
演
奏
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　

①　

講
演
を
イ
ラ
イ
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　

②　

権
限
を
イ
ジ
ョ
ウ
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

（
Ｅ
）　

イ
ア
ツ　
　

�　

③　

イ
ギ
ョ
ウ
を
達
成
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　

④　

イ
ブ
ツ
を
取
り
除
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

⎜

　
　
　
　
　
　
　
　
　

�　

⑤　

イ
セ
イ
の
よ
い
掛
け
声
。
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三 		

次
の
文
章
Ａ
・
Ｂ
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

【
文
章
Ａ
】

　

	
も
ろ
こ
し
に
王わ
う

羆ひ

と（
ア
）い
へ
る
者
の
処と
こ
ろへ
、
客
の
来
た
り
け
る
に
、
め
づ
ら
し
き
初
瓜
を
出
し
た
る
に
、
客
し
づ
心
な
く
、
瓜
の
皮
を
厚
く
む
き
て
食
し
侍は
べ

り
ぬ
。
さ
て
そ
の
皮
を
地
に
捨
て
け
れ
ば
、
王
羆
客
の
目
を
忍
び
て
、
こ
の
皮
を
と
り
て
食
ふ
。
客
こ
れ
を
見
て（
イ
）恥
づ
か
し
く
思
ひ
け
る
と
ぞ
。

【
文
章
Ｂ
】

　

昔
、
津
の
国
難な

に

波は

の
里
に
、
い
と
む
つ
ま
し
き
夫
婦
の
者
あ
り
。「
か
く
て
朝
夕
の
け
ぶ
り
絶
え
絶
え
に（
ウ
）衰
　
お
と
ろへ
は
て
む
よ
り
は
」
と
て
、
二
人
が
中
を
引
き

わ
か
れ
て
出い

で

に
け
り
。
程
経
て
女
、
身
を
富
み
て
ふ
る
さ
と
へ
帰
り
き
に
け
れ
ば
、
男
た
だ
一
目
見
て
、
を
の
が
姿
の
尾び

籠ら
う

な
る
を
い
と
恥
づ
か
し
く
や
思
ひ
け

ん
、
む
ば
ら
か
ら
た
ち
の
中
へ（
エ
）は
ひ
隠
れ
に
け
り
。

　

あ
し
か
ら
じ
よ
か
ら
じ
と
て
ぞ
分
か
れ
に
き（
オ
）い
と
ど
難
波
の
浦
は
住
み
う
き

	

（『
尤も
つ
と
も
の
さ
う
し

之
双
紙
』）

　
　

注　

も
ろ
こ
し
…
…
中
国
。　
　

津
の
国
…
…
現
在
の
三
重
県
。　
　

む
つ
ま
し
き
…
…
仲
の
よ
い
。　
　

　
　
　
　

朝
夕
の
け
ぶ
り
絶
え
絶
え
に
…
…
朝
食
や
夕
食
を
作
る
煙
が
家
か
ら
出
な
い
貧
し
い
暮
ら
し
。　
　

尾
籠
…
…
不
潔
な
様
子
。　
　

　
　
　
　

む
ば
ら
か
ら
た
ち
…
…
茨い

ば
らや
か
ら
た
ち
の
木
。　
　

い
と
ど
…
…
ま
す
ま
す
。

問
一 

　
　
　

（
ア
）「
い
へ
る
者
の
処
へ
」・（
ウ
）「
衰
へ
は
て
む
」
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
た
と
き
、
正
し
い
組
み
合
わ
せ
を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一

つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

い
え
る
も
の
の
と
こ
ろ
え
・
お
と
ろ
え
は
て
む　
　
　

②　

い
へ
る
も
の
の
と
こ
ろ
へ
・
お
と
ろ
へ
は
て
ん

③　

い
え
る
も
の
の
と
こ
ろ
へ
・
お
と
ろ
へ
は
て
ん　
　
　

④　

い
え
る
も
の
の
と
こ
ろ
へ
・
お
と
ろ
え
は
て
ん

⑤　

い
へ
る
も
の
の
と
こ
ろ
え
・
お
と
ろ
え
は
て
む　
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問
二 

　
　
　

（
イ
）「
恥
づ
か
し
く
思
ひ
け
る
と
ぞ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
客
は
恥
ず
か
し
い
と
思
っ
た
の
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い

も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

自
分
の
捨
て
た
初
瓜
の
皮
を
拾
っ
て
食
べ
て
い
る
王
羆
の
姿
が
あ
ま
り
に
も
下
品
だ
っ
た
か
ら
。

②　

自
分
の
捨
て
た
初
瓜
の
皮
を
拾
っ
て
食
べ
て
い
る
王
羆
の
姿
を
見
て
、
来
る
べ
き
で
な
か
っ
た
と
思
っ
た
か
ら
。

③　

初
瓜
を
出
し
て
く
れ
た
王
羆
の
気
持
ち
を
理
解
せ
ず
、
食
べ
物
を
粗
末
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
。

④　

初
瓜
を
食
べ
た
こ
と
が
な
か
っ
た
の
で
、
皮
を
食
べ
る
王
羆
を
見
て
食
べ
方
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
た
か
ら
。

⑤　

貧
し
い
王
羆
が
無
理
を
し
て
初
瓜
を
出
し
て
く
れ
た
こ
と
に
気
づ
か
ず
、
普
段
通
り
の
食
べ
方
を
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

問
三 

　
　
　

（
エ
）「
は
ひ
隠
れ
に
け
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
夫
は
「
は
ひ
隠
れ
」
た
の
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
①

～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

裕
福
な
姿
で
帰
っ
て
き
た
妻
を
見
て
、
自
分
が
貧
し
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
か
ら
。

②　

裕
福
に
な
っ
た
た
め
、
か
つ
て
の
優
し
い
妻
と
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悲
し
く
思
っ
た
か
ら
。

③　

裕
福
な
妻
の
姿
を
見
て
、
自
分
が
質
素
な
生
活
を
し
て
き
た
こ
と
を
笑
わ
れ
る
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
。

④　

自
分
の
想
像
以
上
に
妻
が
裕
福
な
姿
を
し
て
い
た
の
で
、
普
段
着
の
自
分
が
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
か
ら
。

⑤　

妻
が
予
想
通
り
裕
福
な
姿
に
な
っ
て
帰
っ
て
き
た
の
で
、
再
会
を
感
動
的
に
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
。

問
四 

　
　
　

（
オ
）「
い
と
ど
難
波
の
浦
は
住
み
う
き
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
夫
は
ま
す
ま
す
住
む
の
が
つ
ら
く
な
っ
た
の
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最

も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①　

裕
福
に
な
っ
た
妻
が
帰
っ
て
き
た
こ
と
で
自
分
も
裕
福
に
な
り
、
周
囲
の
人
か
ら
ね
た
ま
れ
る
こ
と
が
つ
ら
い
か
ら
。

②　

こ
れ
ま
で
も
貧
し
か
っ
た
が
、
裕
福
な
生
活
に
慣
れ
た
妻
の
浪
費
で
ま
す
ま
す
生
活
が
苦
し
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
。

③　

裕
福
に
な
っ
た
妻
の
援
助
の
お
か
げ
で
、
難
波
の
地
か
ら
離
れ
、
別
の
地
に
移
り
住
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
。

④　

貧
し
い
生
活
の
上
に
、
裕
福
に
な
っ
て
帰
っ
て
き
た
妻
と
比
べ
て
自
分
の
貧
し
さ
が
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
か
ら
。

⑤　

周
囲
の
人
か
ら
、
貧
し
い
ま
ま
の
自
分
と
、
裕
福
に
な
っ
た
妻
を
比
べ
ら
れ
、
う
わ
さ
さ
れ
る
の
が
嫌
だ
っ
た
か
ら
。
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問
五 

　
　
　

「
や
」
は
係
助
詞
で
す
が
、
同
じ
働
き
を
す
る
も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①	

に　
　

②　

ぞ　
　

③　

ば　
　

④　

と　
　

⑤　

へ

問
六 

文
章
Ａ
・
Ｂ
の
話
に
共
通
す
る
テ
ー
マ
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

①	

美
し
い
話　
　

②　

悲
し
い
話　
　

③　

貧
し
い
話　
　

④　

恥
ず
か
し
い
話　
　

⑤　

見
苦
し
い
話

 

問
題
は
以
上
で
す
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出
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中
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×5
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