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学

　力

　検

　査

国
　
　
　
語

（
第
五
回
）

（
注
意
事
項
）

　
一
　
放
送
で
指
示
が
あ
る
ま
で
は
、
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

　
二�

　
答
え
は
、
全
て
解
答
用
紙
に
書
き
な
さ
い
。

三
　
検
査
問
題
は
、
大
問
七
題
で
、
１
ペ
ー
ジ
か
ら
14
ペ
ー
ジ
ま
で
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
　
検
査
開
始
後
に
、
印
刷
の
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
や
、
ペ
ー
ジ
が
抜
け
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、�

手
を
挙
げ
な
さ
い
。

　
四
　
解
答
用
紙
だ
け
提
出
し
、
問
題
用
紙
は
持
ち
帰
り
な
さ
い
。

　
解
答
上
の
注
意

　
　
解
答
す
る
際
に
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
句
読
点
や「
　
」な
ど
の
符
号
も
字
数
に
数
え
る
こ
と
。

　
聞
き
取
り
検
査
受
検
上
の
注
意

　
　
⑴
　
最
初
に
聞
き
取
り
検
査
を
行
い
ま
す
。

　
　
⑵
　
聞
き
取
り
検
査
は
放
送
で
行
い
ま
す
。
問
い
も
放
送
し
ま
す
。
放
送
は
全
て
一
回
だ
け
で
す
。

　
　
⑶
　
放
送
終
了
ま
で
は
、
₃
ペ
ー
ジ
以
降
を
開
か
な
い
こ
と
。

　
　
⑷
　
放
送
中
に
、
₁
ペ
ー
ジ
と
₂
ペ
ー
ジ
に
メ
モ
を
と
っ
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

この二次元コードを
読み取ることで，
この回の放送音声を
再生できます。

サンプル
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—  1  — 千－ 5

※
注
意
　各
ペ
ー
ジ
の
全
て
の
問
題
に
つ
い
て
、
解
答
す
る
際
に

字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
句
読
点
や「
　
」な
ど
の

符
号
も
字
数
に
数
え
る
こ
と
。

一 

こ
れ
か
ら
、
三
浦
さ
ん
が
松
本
さ
ん
に
、
昔
の
体
験
を
基
に
考
え
た
こ
と
に
つ
い

て
話
す
場
面
と
、
そ
れ
に
関
連
し
た
問
い
を
四
問
放
送
し
ま
す
。
よ
く
聞
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　（
放
送
が
流
れ
ま
す
。）
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⑴
　（
問
い
を
放
送
し
ま
す
。）

［
選
択
肢
］

ア
　
人
に
よ
っ
て
も
の
を
比
較
す
る
と
き
の
着
眼
点
が
違
っ
て
い
る
か
ら
。

イ
　
自
分
の
挙
げ
た
も
の
が
比
較
す
る
対
象
と
し
て
不
適
当
だ
っ
た
か
ら
。

ウ
　
相
手
が
何
を
比
較
し
て
い
る
の
か
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
か
ら
。

エ
　
相
手
の
ほ
う
が
優
れ
た
比
較
の
仕
方
を
し
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら
。

⑵
　（
問
い
を
放
送
し
ま
す
。）

［
選
択
肢
］

ア
　
人
の
意
見
を
聞
か
ず
に
一
方
的
に
結
論
を
出
し
て
し
ま
っ
た
点
。

イ
　
説
明
が
足
り
な
か
っ
た
た
め
に
誤
解
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
点
。

ウ
　
複
数
の
意
味
を
持
つ
言
葉
を
一
つ
の
意
味
だ
け
で
使
っ
て
い
た
点
。

エ
　
言
葉
を
正
確
な
意
味
で
使
っ
て
い
な
か
っ
た
点
。

⑶
　（
問
い
を
放
送
し
ま
す
。）

［
選
択
肢
］

ア
　
松
本
さ
ん
は
便
利
で
あ
る
た
め
に
デ
ジ
タ
ル
な
も
の
に
好
意
的
で
、
三
浦
さ

ん
は
自
分
の
技
術
に
自
信
が
あ
る
た
め
ア
ナ
ロ
グ
な
も
の
に
好
意
的
で
あ
る
。

イ
　
松
本
さ
ん
は
簡
単
に
扱
え
る
か
ら
デ
ジ
タ
ル
な
も
の
に
好
意
的
で
、
三
浦
さ

ん
は
努
力
を
美
徳
と
考
え
る
こ
と
か
ら
ア
ナ
ロ
グ
な
も
の
に
好
意
的
で
あ
る
。

ウ
　
松
本
さ
ん
は
技
術
が
不
要
な
こ
と
か
ら
デ
ジ
タ
ル
な
も
の
に
好
意
的
で
、
三

浦
さ
ん
は
使
い
こ
な
す
の
が
難
し
い
か
ら
ア
ナ
ロ
グ
な
も
の
に
好
意
的
で
あ
る
。

エ
　
松
本
さ
ん
は
利
便
性
の
高
さ
か
ら
デ
ジ
タ
ル
な
も
の
に
好
意
的
で
、
三
浦
さ

ん
は
技
術
の
向
上
に
つ
な
が
る
か
ら
ア
ナ
ロ
グ
な
も
の
に
好
意
的
で
あ
る
。

⑷
　（
問
い
を
放
送
し
ま
す
。）

［
選
択
肢
］

ア
　
ア
ナ
ロ
グ
な
も
の
を
使
え
る
よ
う
に
な
る
た
め
に
は
、
技
術
を
つ
け
、
財
産

を
築
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

イ
　
ア
ナ
ロ
グ
な
も
の
を
使
う
た
め
に
、
技
術
を
つ
け
る
時
間
を
も
っ
た
い
な
い

と
感
じ
る
の
は
恥
ず
べ
き
こ
と
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ウ
　
ア
ナ
ロ
グ
な
も
の
を
使
う
た
め
に
技
術
を
つ
け
る
こ
と
は
、
人
生
に
お
い
て

財
産
を
築
く
こ
と
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

エ
　
ア
ナ
ロ
グ
な
も
の
を
使
う
こ
と
は
人
生
に
お
い
て
財
産
を
築
く
こ
と
に
等
し

く
、
そ
の
た
め
に
は
時
間
と
い
う
投
資
が
必
要
だ
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

聞
き
取
り
検
査
終
了
後
、
₃
ペ
ー
ジ
以
降
も
解
答
し
な
さ
い
。
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三 

次
の
⑴
〜
⑷
の

の
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
漢
字
に
直
し
て
、
楷か
い

書し
ょ

で
書
き
な

さ
い
。

⑴
　
彼
の
意
志
は
ハ
ガ
ネ
の
よ
う
に
固
い
。

⑵
　
監
督
の
指
示
に
シ
タ
ガ
う
。

⑶
　
情
報
が
多
す
ぎ
て
コ
ン
ラ
ン
す
る
。

⑷
　
物
語
は
キ
ュ
ウ
テ
ン
直
下
の
結
末
を
迎
え
た
。

二 
次
の
⑴
〜
⑷
の

の
漢
字
の
読
み
を
、
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

⑴
　
母
を
慕
う
子
ど
も
た
ち
。

⑵
　
不
用
品
を
売
却
し
て
資
金
を
賄
う
。

⑶
　
地
方
に
閑
居
す
る
。

⑷
　
目
の
前
で
消
滅
す
る
。
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四 
次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
⑴
〜
⑹
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
居
場
所
が
な
い
、
身
の
置
き
ど
こ
ろ
が
な
い
、
ひ
と
り
は
じ
き
出
さ
れ
て
い
る
感

じ
が
す
る
、
ま
る
で
じ
ぶ
ん
の
存
在
が
消
え
入
る
点
に
な
っ
た
み
た
い
に
…
…
。
そ

ん
な
心
細
い
思
い
が
、
人
を
し
ば
し
ば
蝕む

し
ばむ
。
ず
っ
と
長
く
そ
ん
な
不
安
な
思
い
に

沈
み
込
ん
だ
ま
ま
の
人
も
い
る
。

　
存
在
の
こ
う
し
た
萎
縮
は
、
人
がＡ「
つ
く
る
」と
い
う
い
と
な
み
か
ら
外
れ
た
と

こ
ろ
で
起
こ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
こ
の
と
こ
ろ
思
い
は
じ
め
て
い
る
。

　
人
は
生
き
る
た
め
に
、
み
な
と
と
も
に
生
き
の
び
る
た
め
に
、
土
を
耕
し
て
米
や

豆
や
野
菜
を
作
り
、
そ
れ
に
使
う
道
具
を
作
り
、
身
に
つ
け
る
衣
装
を
作
り
、
物
を

運
ぶ
車
や
船
を
作
り
、
雨
風
と
夜
露
を
し
の
ぐ
家
を
造
っ
て
き
た
。
農
作
と
工
作
、

製
作
と
造
作
。作
る
こ
と
は
、生
き
る
こ
と
の
基
盤
を
な
す
い
と
な
み
の
一
つ
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
幼
稚
園
で
も
小
学
校
で
も
、
子
ど
も
に
は
ま
ず「
つ
く
る
」こ
と
を
教
え

て
き
た
。
料
理
を
作
っ
た
り
、
土
を
捏こ

ね
て
何
か
の
形
に
し
た
り
、
木
を
削
っ
て
棒

を
作
っ
た
り
、
紙
で
箱
を
作
っ
た
り
。
く
り
か
え
す
が
、
作
る
こ
と
は
生
き
る
こ
と

の
基
本
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
そ
う
い
う
製
作
が
単
独
の
仕
事
で
は
な
く
、
他

人
の
仕
事
と
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
な
か
で
な
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た

と
え
ば
包
丁
一
つ
作
る
の
で
も
、
鍛か

冶じ

職
人
、
刃
付
け
職
人
、
柄つ
か

作
り
職
人
、
そ
し

て
最
後
に
銘
を
切
り
、
柄
を
つ
け
、
包
丁
に
仕
上
げ
る
産
地
問
屋
と
い
う
ふ
う
に
、

異
な
る
人
び
と
の
繫つ
な

が
り
が
な
く
て
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
に
く
わ
え
て
、
い
ず
れ
の
職
人
も
作
る
に
あ
た
っ
て
材
料
と
な
る
木
や
鉄
が

ど
の
よ
う
な
性
質
を
も
っ
て
い
る
か
を
知
り
つ
く
し
て
い
な
い
と
い
け
な
い
。
刃
の

当
た
る
ま
な
板
の
性
質
も
、
刃
を
研
ぐ
砥と

石い
し

の
性
質
も
熟
知
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
さ
ら
に
そ
れ
で
野
菜
を
切
る
の
か
肉
を
切
る
の
か
、
肉
で
も
ど
の
部
分
を
削そ

ぐ
の
か
と
い
う
用
途
も
ま
た
よ
く
頭
に
入
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
こ
う
し
たＢ
人
の
繫
が
り
、
物
と
の
対
話
、
用
途
の
連
な
り
、
そ
れ
ら
が
あ
れ
ば
こ

そ
、
わ
た
し
た
ち
は
、
身
を
寄
せ
ら
れ
る
も
の
、
あ
る
い
は
拠よ

り
ど
こ
ろ
と
で
き
る

も
の
の《
た
し
か
さ
》に
安
ら
う
こ
と
が
で
き
る
。
じ
ぶ
ん
が
生
き
る
場
の
広
が
り

を
実
感
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。

　
と
こ
ろ
が
、「
文
明
」の
進
化
と
と
も
に
、人
は「
つ
く
る
」こ
と
の
手
間
を
省
い
て
、

「
つ
く
ら
れ
た
」も
の
を
買
う
ほ
う
に
、
関
心
を
移
し
て
い
っ
た
。
家
や
車
は
も
ち

ろ
ん
、
日
用
の
道
具
も
料
理
も
、
作
る
の
で
は
な
く
購
入
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
製

造
と
流
通
の
シ
ス
テ
ム
に「
つ
く
る
」こ
と
の
ほ
と
ん
ど
を
託
す
こ
と
で
、人
は
ホ
モ
・

フ
ァ
ー
ベ
ル（
作
る
人
）か
ら「
消
費
者
」へ
と
座
を
移
し
て
い
っ
た
。

　
便
利
に
、
快
適
に
な
っ
た
。
が
、
そ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
に
漫
然
と
ぶ
ら
下
が
っ
て

い
る
う
ち
、「
つ
く
る
」と
い
う
、生
き
る
基
本
と
な
る
能
力
を
損
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

気
が
つ
け
ば
、
調
理
す
る
こ
と
、
工
作
す
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
排は
い

泄せ
つ

物ぶ
つ

を
処
理
す
る

こ
と
も
、
赤
子
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
、
遺
体
の
清せ
い

拭し
き

や
埋
葬
も
、
自み
ず
から
の
手
で
は

で
き
な
く
な
っ
た
、
命
を
繫
ぐ
た
め
に
世
代
か
ら
世
代
へ
と
伝
え
ら
れ
て
き
た
技
を

も
損
な
っ
て
し
ま
っ
た
。（
中
略
）

　
一
方
で
、「
つ
く
る
」こ
と
は「
も
の
づ
く
り
」へ
と
純
化
さ
れ
、「
創
る
」こ
と
と

し
て
神
棚
に
上
げ
ら
れ
て
い
っ
た
。
匠た
く
みの
技
と
し
て
、
道
具
が
工
芸
品
や
美
術
品
に

ま
つ
り
あ
げ
ら
れ
る
。
用
い
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
が
鑑
賞
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
た
。

道
具
は
、
用
い
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
人
び
と
の
繫
が
り
、
物
た
ち
の
連
な
り
に
根

を
生
や
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
。
こ
う
し
て「
つ
く
る
」こ
と
が
わ
た
し
た
ち
か
ら

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
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遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
。

　
こ
の
こ
と
はＣ「
つ
か
う
」こ
と
の
痩
せ
細
り
を
も
招
い
た
。
道
具
は
人
が
じ
っ
く

り
使
い
こ
な
す
も
の
で
は
な
く
な
り
、「
つ
か
う
」は
お
金
を
使
う
こ
と
に
縮
こ
ま
っ

て
い
っ
た
。

「
つ
か
う
」と
い
う
の
は
何
か
を
手
段
と
し
て
利
用
す
る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。

人
は
物
だ
け
で
な
く
他
の
人
も
使
う
が
、
そ
れ
は
簒さ
ん

奪だ
つ

や
搾さ
く

取し
ゅ

ば
か
り
で
は
な
い
。

お
ん
ぶ
し
て
も
ら
っ
た
り
、
も
た
れ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
り
も
す
る
。

【
「
つ
か
う
」と
は「
つ
き
あ
い
」か
ら
く
る
も
の
、
つ
ま
り「
付
く
」と「
合
う
」の
縮

約
形
で
あ
る
。】そ
し
て
、
道
具
を
使
う
と
は
、
道
具
の
構
造
を
受
け
容い

れ
る
こ
と

で
そ
れ
に
じ
わ
じ
わ
馴な

染じ

み
つ
つ
、
み
ず
か
ら
の
可
能
性
を
外
へ
と
拡ひ
ろ

げ
て
ゆ
く
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で「
仕つ
か

う
」こ
と
で
も
あ
る
。

　
さ
ら
に「
つ
か
う
」に
は「
遣
う
」の
意
味
も
あ
る
。
人
を
遣
わ
す
と
は
、
だ
れ
か

を
お
の
れ
の
名
み
ょ
う

代だ
い

と
し
て
送
る
こ
と
。
こ
の
者
の
言
葉
は
わ
た
し
の
言
葉
と
思
っ
て

い
た
だ
い
て
よ
い
と
。
そ
う
い
う
信
頼
が「
遣
う
」の
核
に
あ
る
。
そ
う
い
う「
つ
か

う
」の
多
層
的
な
意
味
も
ま
た「
つ
く
る
」の
萎
縮
と
と
も
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
冒
頭
に
あ
げ
た
個
々
人
の
存
在
の
縮
こ
ま
り
も
、
お
そ
ら
く
こ

の
こ
と
と
無
関
係
で
な
い
。

（
鷲わ
し

田だ

清き
よ

一か
ず『
濃
霧
の
中
の
方
向
感
覚
』に
よ
る
。）　

　（
注
1
）簒
奪
＝
身
分
の
低
い
も
の
に
君
主
の
座
を
奪
わ
れ
る
こ
と
。

　（
注
2
） 搾
取
＝
優
越
的
立
場
を
利
用
し
て
他
人
を
使
役
し
、
不
当
な
利
益
を
得

る
こ
と
。

（
注
１
）

（
注
２
）

⑴
　
文
章
中
の
　
な
い
　
と
同
じ
品
詞
で
あ
る
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア
　
桜
の
花
が
散
る
の
は
、
は
か
な
い
。

イ
　
が
ら
ん
と
し
て
い
て
人
が
い
な
い
。

ウ
　
彼
は
ギ
タ
ー
が
上
手
く
な
い
。

エ
　
夢
も
希
望
も
な
い
。

⑵
　
文
章
中
に
　Ａ「
つ
く
る
」　
と
あ
る
が
、
こ
の
文
章
で
は「
つ
く
る
」を
ど
の
よ

う
に
捉
え
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
オ
の

う
ち
か
ら
二
つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア
　
一
人
の
人
間
が
個
体
と
し
て
自
然
の
中
で
生
き
る
た
め
の
手
段
で
あ
り
、
主

に
幼
稚
園
や
小
学
校
で
習
う
技
術
。

イ
　
創
意
工
夫
を
凝
ら
し
た
新
た
な
道
具
を
開
発
し
て
文
明
を
進
歩
さ
せ
、
人
生

を
便
利
に
す
る
も
の
。

ウ
　
人
が
生
き
る
た
め
の
基
本
と
な
る
能
力
の
ひ
と
つ
で
、農
作
や
道
具
の
製
造
、

造
船
な
ど
を
含
む
技
能
。

エ
　
道
具
の
使
い
道
や
関
連
す
る
も
の
を
把
握
し
て
、
自
分
の
生
き
る
場
の
広
が

り
を
感
じ
さ
せ
る
技
能
。

オ
　
道
具
を
鑑
賞
さ
れ
る
も
の
に
変
え
た
、
昨
今「
も
の
づ
く
り
」と
し
て
神
格

化
さ
れ
る
匠
の
技
術
。

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
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⑶
　
文
章
中
の
　Ｂ
人
の
繫
が
り
、
物
と
の
対
話
、
用
途
の
連
な
り
　
を
説
明
し
た
、

次
の
文
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。
た
だ
し
、 

Ⅰ

 

〜 

Ⅲ

 

に
入
る
言
葉
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
あ
と
の
ア
〜
オ
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の

符
号
を
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
同
じ
符
号
を
何
度
使
っ
て
も
よ
い
。

　
そ
の
道
具
が
ど
の
よ
う
な
用
途
で
用
い
ら
れ
る
か
を 

Ⅰ

 

し
、
ま

た
、
そ
の
作
成
に
必
要
な
素
材
が
ど
の
よ
う
な 

Ⅱ

 

を
持
っ
て
い
る
か

を
知
っ
て
い
る
職
人
た
ち
が 

Ⅲ

 

し
て
製
造
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ア
　
性
質 

　
　
イ
　
想
定
　
　
　
ウ
　
性
能

エ
　
協
力
　
　
　
オ
　
観
察

⑷
　
文
章
中
に
　Ｃ「
つ
か
う
」こ
と
の
痩
せ
細
り
　
と
あ
る
が
、
こ
の
文
章
で
は
、

ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か

ら
一
つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア
　「
つ
か
う
」物
と
し
て
の
道
具
が
鑑
賞
す
る
も
の
に
な
っ
た
結
果
、
人
が
道

具
を
じ
っ
く
り
と「
つ
か
う
」こ
と
が
な
く
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ
　
人
が
物
を
使
い
こ
な
す
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
た「
つ
か
う
」が
、

も
の
を
消
費
す
る
と
い
う
意
味
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ
　
か
つ
て
は
道
具
を「
つ
か
う
」も
の
と
み
な
し
て
い
た
が
、
時
代
と
と
も
に

お
金
を「
つ
か
う
」も
の
と
み
な
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ
　
人
と
人
と
の
間
柄
に
も
用
い
て
い
た「
つ
か
う
」が
、
人
と
物
と
の
関
係
に

の
み
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
変
化
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

⑸
　
文
章
中
の【
「
つ
か
う
」と
は
「
つ
き
あ
い
」
か
ら
く
る
も
の
、
…
…
】に
つ
い

て
、
筆
者
が
著
し
た
次
の
文
章
を
ふ
ま
え
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
使
う
こ
と
が
対
話
で
は
な
く
て
、
使
う
者
が
使
わ
れ
る
も
の
に
及
ぼ
す

一
方
的
な
非
対
称
の
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
、
そ
の
こ
と
で
、

使
っ
て
よ
い
も
の
の
範
囲
も
狭
ま
っ
て
き
た
。
本
来
、
人
が
助
け
あ
い
、
支

え
あ
う
こ
と
の
原
点
に
も
、「
手
を
貸
す
」「
手
に
な
る
」と
い
う
ふ
う
に
、

他
人
の
身
体
の
使
用
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
が
慎
む
べ

き
こ
と
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
物
と
の
つ
き
あ
い
、
人
と
の
、
動
物
と
の
つ
き
あ
い
。
使
用
の
自
由
が
使

用
者
の
自
由
と
と
り
違
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
も
の
と

交
わ
る
知
恵
も
愉た
の

し
み
も
ず
い
ぶ
ん
削
れ
て
き
た
よ
う
に
お
も
う
。

（
鷲わ
し

田だ

清き
よ

一か
ず『
濃
霧
の
中
の
方
向
感
覚
』に
よ
る
。）　

問
い 

　「
つ
き
あ
う
」と「
使
用
の
自
由
」と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
ま

と
め
ま
す
。
こ
れ
を
読
み
、
あ
と
の
⒜
、
⒝
に
答
え
な
さ
い
。

　「
つ
か
う
」の
中
に
は
お
ん
ぶ
し
て
も
ら
う
な
ど
、「
他
人
の
身
体
の
使
用
」

が
許
さ
れ
る
よ
う
な
、

Ⅰ

 

の
中
で
許
さ
れ
う
る
、
人
と
の
つ
き
あ
い

の
中
に
あ
る
行
為
も
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
使
用
の
自
由
が
使
用
者
の
自
由
と
取
り
違
え
ら
れ
る
と
、

Ⅱ
 

と
判
断
さ
れ
る
が
、
こ
れ
で
は
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
も
の
と
交

わ
る
知
恵
も
愉
し
み
も
な
く
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
。

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
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⒜
　

Ⅰ

 

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア
　
じ
ぶ
ん
の
居
場
所
　
　
　
イ
　
他
人
へ
の
信
頼

ウ
　
他
者
と
の
関
係
　
　
　
　
エ
　
個
々
人
の
存
在

⒝
　

Ⅱ

 

に
入
る
言
葉
を
、「
使
用
者
の
自
由
」、「
他
人
」、「
身
体
」と
い
う

言
葉
を
使
っ
て
、
三
十
字
以
上
、
三
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

⑹
　
こ
の
文
章
の
構
成
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
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア
　
前
半
は
個
人
の
存
在
の
希
薄
化
に
つ
い
て
説
明
し
、
後
半
は「
つ
く
る
」の

意
味
の
変
化
が
そ
の
原
因
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
て
い
る
。

イ
　
前
半
は「
つ
く
る
」に
つ
い
て
説
明
し
、
後
半
は「
つ
く
る
」と「
つ
か
う
」の

萎
縮
が
個
人
の
存
在
の
萎
縮
に
関
係
が
あ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
て
い
る
。

ウ
　
前
半
は
人
と
人
、
物
と
の
繋
が
り
が
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
説
明
し
、

後
半
は「
つ
か
う
」の
用
い
ら
れ
方
の
変
遷
に
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

エ
　
前
半
は
人
の
生
と「
つ
く
る
」の
関
係
に
つ
い
て
説
明
し
、
後
半
は
道
具
の

使
い
か
た
が
変
化
し
て
き
た
こ
と
に
対
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
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五 
次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
⑴
〜
⑹
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
伊い

藤と
う

野の

枝え
（
ノ
エ
）は
、
上う
え

野の

高こ
う

等と
う

女じ
ょ

学が
っ

校こ
う

に
福
岡
県
か
ら
編
入
し
、
進
級
し
て
五
年
生
に
な

る
。
英
語
を
担
当
す
る
新
任
教
師
の
辻つ
じ

潤じ
ゅ
んは
、授
業
の
冒
頭
に「
花
の
雲
　
鐘
は
上
野
か
浅あ
さ

草く
さ

か
」

と
い
う
松ま
つ

尾お

芭ば

蕉し
ょ
うの
句
を
紹
介
し
た
と
こ
ろ
、
ノ
エ
は
級
友
の
中な
か

山や
ま

嘉か

津つ

恵え

の「
花
の
雲
」の
解

釈
を
笑
い
、
正
統
な
解
釈
を
示
し
た
後
、「
鐘
は
上
野
か
浅
草
か
」の
部
分
に
も
通
説
と
は
違
っ

た
解
釈
が
で
き
る
と
言
う
の
で
、
辻
が
や
む
な
く
意
見
を
聞
い
て
い
る
。

　
授
業
の
枕
に
俳
句
な
ど
持
ち
出
し
た
の
が
失
敗
だ
っ
た
か
な
と
思
い
な
が
ら
、辻
は
、

「
ほ
う
。
ど
ん
な
ふ
う
に
？
」

　
突
っ
立
っ
た
ま
ま
の
嘉
津
恵
を
目
顔
で
座
ら
せ
た
。
不
服
そ
う
な
様
子
で
腰
を
下

ろ
す
級
友
を
、
ノ
エ
が
勝
ち
誇
っ
た
よ
う
にＡ
横
目
で
眺
め
や
り
な
が
ら
続
け
る
。

「
芭
蕉
が
こ
の
句
を
詠
ん
だ
の
は
、
深ふ
か

川が
わ

に
あ
る
芭ば

蕉し
ょ
う

庵あ
ん

で
句
作
に
励
ん
で
い
た
頃

で
す
。
つ
ま
り
、
時
の
鐘
が
一
刻
ご
と
に
鳴
ら
さ
れ
る
の
を
毎
日
欠
か
さ
ず
聞
い
て

暮
ら
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
考
え
て
も
み
て
下
さ
い
。
今
の
時
代
の
私
た
ち
よ
り
も

頻
繁
に
鐘
の
音
を
聞
い
て
い
た
ん
で
す
よ
。
そ
の
芭
蕉
に
、上
野
の
寛か
ん

永え
い

寺じ

の
鐘
と
、

浅せ
ん

草そ
う

寺じ

の
鐘
の
区
別
が
つ
か
な
か
っ
た
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
野
の
鐘
の
ほ
う
が

少
し
音
が
低
く
て
、
浅
草
の
ほ
う
は
ぽ
っ
か
り
明
る
く
響
き
ま
す
か
ら
」

　
耳
の
敏さ
と

い
子
だ
、
と
辻
は
思
っ
た
。
幼
い
頃
か
ら
音
曲
に
親
し
ん
で
き
た
自
分
も

そ
こ
は
似
て
い
る
か
ら
よ
く
わ
か
る
。
確
か
に
、
二
つ
の
梵ぼ
ん

鐘し
ょ
うは
音
程
や
音
質
が
異

な
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
、
ど
ち
ら
も
江
戸
の
頃
か
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
。

「
そ
う
だ
ね
。
芭
蕉
に
は
聞
き
分
け
ら
れ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
だ
と
し
た
ら
？
」

「
だ
と
し
た
ら
…
…
」Ｂノ
エ
は
息
を
吸
い
込
ん
だ
。「
彼
が
こ
の
句
を
詠
ん
だ
時
、鐘
は
、

も
し
か
し
て
鳴
っ
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」

　
驚
い
た
。
非
常
に
有
名
な
句
だ
が
、
そ
ん
な
解
釈
は
聞
い
た
こ
と
が
な
い
。
ど
う

い
う
意
味
だ
。
教
室
も
ざ
わ
め
く
。

「
鳴
っ
て
、
い
な
い
？
」

「
え
え
」

　
黒
い
目
を
瞠み

は

っ
て
、
ノ
エ
は
辻
を
鋭
く
見
つ
め
た
。
喧け
ん

嘩か

で
も
吹
っ
か
け
て
い
る

の
か
と
思
う
ほ
ど
強
い
視
線
だ
。

「
芭
蕉
が
、
た
と
え
ば
文ふ

机づ
く
えに
向
か
っ
て
書
き
も
の
を
し
て
い
て
、
ふ
と
顔
を
あ
げ

た
と
し
ま
す
。
お
な
か
が
す
い
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い
わ
ゆ
る
腹
時
計
で
す
ね
」

 Ｃ
生
徒
た
ち
か
ら
く
す
く
す
と
笑
い
が
起
こ
る
。
ふ
だ
ん
は
ノ
エ
の
話
し
言
葉
に
残

る
独
特
の
訛な
ま

り
や
抑
揚
を
笑
う
の
だ
が
、
今
は
違
う
。
い
つ
し
か
皆
が
彼
女
を
注
視

し
、
次
の
一
言
を
待
ち
構
え
て
い
る
。

「
あ
る
い
は
、
庵い
お
りを
出
て
、
隅す
み

田だ

川が
わ

沿
い
あ
た
り
を
そ
ぞ
ろ
歩
い
て
い
た
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
い
ず
れ
に
し
て
も
芭
蕉
の
視
線
の
先
に
あ
る
の
は
桜
で
す
。
淡
い
薔ば

薇ら

色い
ろ

の

雲
を
思
わ
せ
る
よ
う
な
桜
が
、ま
ん
ま
ん
と
咲
き
誇
っ
て
い
ま
す
。
腹
具
合
か
ら
言
っ

て
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
昼
時
の
鐘
が
鳴
る
頃
合
い
じ
ゃ
あ
あ
る
ま
い
か
。
さ
て
今
回
は

ど
ち
ら
の
寺
の
鐘
が
先
に
鳴
り
だ
す
か
。
満
開
の
桜
を
見
上
げ
な
が
ら
耳
を
そ
ば
だ

て
て
、
さ
あ
鳴
る
か
、
ま
だ
鳴
ら
ぬ
か
と
待
ち
構
え
る
と
こ
ろ
へ
い
よ
い
よ
…
…
」

　
ノ
エ
が
、
余
韻
を
意
図
す
る
よ
う
に
口
を
つ
ぐ
む
。

　
い
つ
し
か
引
き
込
ま
れ
聞
き
入
っ
て
い
た
自
分
に
気
づ
き
、Ｄ
辻
は
は
っ
と
な
っ
て

身
じ
ろ
ぎ
し
た
。

　
脳
裏
に
、
花は
な

霞が
す
みに
け
ぶ
る
江
戸
の
景
色
が
ひ
ろ
が
っ
て
い
る
。
長
ら
く
争
い
も
な

く
、
最
も
平
和
だ
っ
た
時
代
。
ま
さ
し
く
春
し
ゅ
ん

風ぷ
う

駘た
い

蕩と
う

、
春
爛ら
ん

漫ま
ん

の
町
並
み
。
隅
田
川

を
越
え
て
芭
蕉
庵
ま
で
届
く
鐘
の
音
の
響
き
に
の
ん
び
り
と
耳
を
傾
け
て
い
る
様
子

を
思
い
描
く
の
が
定
石
だ
が
、
ノ
エ
の
述
べ
た
解
釈
な
ら
、
そ
こ
に
糸
を
一
本
ぴ
ん

と
張
っ
た
よ
う
な
緊
張
が
生
ま
れ
る
。
鐘
の
鳴
る
の
を
今
か
今
か
と
待
ち
構
え
る
、

（
注
１
）

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
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決
定
的
瞬
間
の
わ
ず
か
に
前
の
情
景
。

「
な
る
ほ
ど
。
面
白
い
解
釈
だ
ね
」

　
辻
は
言
っ
た
。内
心
、舌
を
巻
く
思
い
だ
っ
た
。ノ
エ
の
瞳
を
初
め
て
見
つ
め
返
す
。

「
も
ち
ろ
ん
、
実
際
の
と
こ
ろ
が
ど
う
だ
っ
た
か
は
芭
蕉
先
生
に
訊き

い
て
み
な
く
て

は
わ
か
ら
な
い
わ
け
だ
け
れ
ど
も
、
こ
う
い
っ
た
俳
句
に
せ
よ
短
歌
に
せ
よ
、
ま
た

古
今
東
西
の
詩
に
せ
よ
、味
わ
い
方
は
基
本
的
に
自
由
で
す
。
今
の
き
み
の
意
見
は
、

正
統
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
斬
新
だ
し
、
た
い
へ
ん
説
得
力
が
あ
り
ま

し
た
。
う
ん
、
素
晴
ら
し
か
っ
た
」

　Ｅ
ぱ
ら
ぱ
ら
と
拍
手
が
起
こ
り
、
た
ち
ま
ち
広
が
っ
た
。
堂
々
た
る
ノ
エ
の
弁
は
、

級
友
た
ち
に
も
同
じ
江
戸
の
景
色
を
見
せ
た
も
の
ら
し
い
。

　
そ
こ
に
な
い
も
の
を
見
る
目
、
聞
こ
え
て
い
な
い
音
を
聞
き
取
る
耳
、
そ
し
て
そ

れ
ら
を
他
者
に
も
伝
わ
る
よ
う
に
活
写
す
る
言
葉
。
そ
う
い
え
ば
校
内
新
聞
に
寄
せ

る
彼
女
の
文
章
を
教
員
室
で
西に
し

原は
ら

が
わ
ざ
わ
ざ
見
せ
て
く
れ
た
時
も
、
未
熟
な
が
ら

際き
わ

立だ

っ
て
個
性
的
で
あ
る
こ
と
に
驚
い
た
の
だ
っ
た
。
見
く
び
っ
て
は
い
け
な
い
。

こ
の
衿え
り

垢あ
か

娘む
す
めは
な
か
な
か
た
い
し
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
。

　
ノ
エ
が
、
得
意
げ
にＦ
小
鼻
を
ぴ
く
ぴ
く
さ
せ
な
が
ら
腰
を
下
ろ
す
。

　
も
し
や
嘉
津
恵
が
し
ょ
げ
て
い
る
の
で
は
と
見
や
る
と
、
彼
女
の
ほ
う
は
す
っ
か

り
あ
き
ら
め
顔
で
、
さ
っ
さ
と
英
語
の
帳
面
を
広
げ
て
い
た
。
勝
気
な
わ
り
に
さ
ば

け
た
性
格
ら
し
い
。

「
さ
あ
、
そ
れ
で
は
今
日
の
授
業
に
入
り
ま
し
ょ
う
か
」

　
黒
板
に
書
き
付
け
た
句
を
消
し
、
辻
は
教
科
書
に
手
を
の
ば
し
た
。

（
村む
ら

山や
ま

由ゆ

佳か
『
風
よ
　
あ
ら
し
よ
』に
よ
る
。）　

（
注
1
）　
定
石
＝
物
事
を
処
理
す
る
と
き
の
決
ま
っ
た
や
り
方
。

（
注
2
）　
衿
垢
娘
＝
ノ
エ
の
こ
と
。

（
注
3
）　
帳
面
＝
ノ
ー
ト
。

（
注
２
）

（
注
３
）

⑴
　
文
章
中
に
　Ａ
横
目
で
眺
め
や
り
な
が
ら 

、Ｆ
小
鼻
を
ぴ
く
ぴ
く
さ
せ
な
が
ら
　

と
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
ノ
エ
の
様
子
を
説
明
し
た
、
次
の
文
の 

 

に
入

る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ

の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

　
級
友
の
嘉
津
恵
よ
り
も
優
れ
た
解
釈
を
思
い
つ
い
た
こ
と
で
、 

 

気

持
ち
が
表
れ
て
い
る
。

ア
　
優
越
感
を
抱
く
と
と
も
に
、
共
感
を
得
ら
れ
て
満
足
し
た

イ
　
知
性
の
高
さ
を
示
す
と
と
も
に
、
お
茶
目
な
一
面
を
表
現
し
た
い

ウ
　
自
信
が
満
ち
溢あ
ふ

れ
る
と
と
も
に
、
嘉
津
恵
に
申
し
訳
な
い

エ
　
育
ち
の
良
さ
を
示
す
と
と
も
に
、
自
分
を
誇
示
し
た
い

⑵
　
文
章
中
に
　Ｂ
ノ
エ
は
息
を
吸
い
込
ん
だ
　
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
ノ
エ
の
心

情
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一

つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア
　
独
自
の
解
釈
を
他
人
か
ら
批
評
さ
れ
る
こ
と
に
恐
れ
を
抱
き
、
お
び
え
る
気

持
ち
を
少
し
で
も
抑
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

イ
　
自
分
で
も
内
心
は
滑
稽
な
解
釈
だ
と
思
っ
て
い
る
が
、
話
す
前
に
一
拍
置
く

こ
と
で
聴
衆
の
耳
目
を
集
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

ウ
　
通
説
か
ら
離
れ
た
解
釈
か
も
し
れ
な
い
が
、
促
さ
れ
た
か
ら
に
は
覚
悟
を
決

め
て
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。

エ
　
自
分
の
解
釈
を
辻
に
は
酷
評
さ
れ
る
の
は
分
か
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
解
釈

を
話
す
の
に
気
持
ち
を
引
き
締
め
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら
、
掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。

実
際
の
教
材
に
は
掲
載
さ
れ
て
お
り
ま
す
の
で
ご
安
心
く
だ
さ
い
。
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⑶
　
文
章
中
に
　Ｃ
生
徒
た
ち
か
ら
く
す
く
す
と
笑
い
が
起
こ
る
　
と
あ
る
が
、
こ
の

こ
と
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア
　
ノ
エ
が
解
釈
を
説
明
し
た
と
き
の
口
調
に
残
る
地
方
特
有
の
イ
ン
ト
ネ
ー

シ
ョ
ン
に
、
生
徒
た
ち
が
面
白
さ
を
感
じ
て
い
る
。

イ
　
ノ
エ
の
口
か
ら「
松
尾
芭
蕉
の
腹
時
計
」な
ど
と
い
う
面
白
い
言
葉
が
出
て

き
た
の
で
、
生
徒
た
ち
が
笑
い
を
こ
ら
え
き
れ
な
い
で
い
る
。

ウ
　
先
生
に
喧
嘩
を
ふ
っ
か
け
る
よ
う
な
剣
幕
で
独
自
の
解
釈
を
語
り
だ
し
た
ノ

エ
に
、
生
徒
た
ち
は
あ
き
れ
て
笑
っ
て
い
る
。

エ
　
勿も

っ

体た
い

ぶ
っ
て
言
い
出
し
た
割
に
は
ノ
エ
の
解
釈
は
あ
り
ふ
れ
た
も
の
だ
っ
た

の
で
、
拍
子
抜
け
し
た
生
徒
た
ち
が
笑
い
だ
し
て
い
る
。

⑷
　
文
章
中
の
　Ｄ
辻
は
は
っ
と
な
っ
て
身
じ
ろ
ぎ
し
た
　
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の

辻
の
心
情
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア
　
ノ
エ
の
解
釈
か
ら
江
戸
の
景
色
を
想
像
し
、
懐
か
し
い
過
去
を
思
い
出
し
て

感
傷
的
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。

イ
　
ノ
エ
が
発
表
し
た
解
釈
が
面
白
く
、
早
く
そ
の
先
を
聞
き
た
く
な
っ
て
い
た

教
師
と
し
て
の
自
分
の
未
熟
さ
を
恥
じ
て
い
る
。

ウ
　
ノ
エ
の
解
釈
に
常
識
に
と
ら
わ
れ
な
い
発
想
の
豊
か
さ
を
感
じ
て
、
ノ
エ
の

感
受
性
の
豊
か
さ
に
感
極
ま
っ
て
い
る
。

エ
　
一
人
の
生
徒
の
独
自
の
解
釈
に
対
し
て
、
教
師
で
あ
る
自
分
が
期
待
を
寄
せ

て
い
た
こ
と
を
自
覚
し
て
動
揺
し
て
い
る
。

⑸
　
文
章
中
に
　Ｅ
ぱ
ら
ぱ
ら
と
拍
手
が
起
こ
り
、た
ち
ま
ち
広
が
っ
た
　
と
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア
　
ノ
エ
の
堂
々
と
し
た
弁
舌
か
ら
、
ノ
エ
が
自
由
な
俳
句
の
味
わ
い
方
を
し
て

い
る
こ
と
を
感
じ
取
り
、
普
段
の
ノ
エ
か
ら
想
像
で
き
な
い
姿
に
生
徒
た
ち
は

あ
っ
け
に
と
ら
れ
て
い
る
。

イ
　
ノ
エ
が
語
っ
た
解
釈
を
聞
い
て
、
生
徒
た
ち
は
江
戸
の
町
並
み
を
想
像
上
で

再
現
し
、
最
も
平
和
だ
っ
た
時
代
へ
の
あ
こ
が
れ
を
抱
い
た
た
め
、
惜
し
み
な

い
拍
手
を
送
っ
て
い
る
。

ウ
　
ノ
エ
の
言
っ
た
解
釈
が
、
江
戸
の
か
つ
て
の
景
色
を
想
像
さ
せ
、
あ
た
か
も

目
の
前
に
そ
の
景
色
が
広
が
る
よ
う
で
あ
り
説
得
力
が
あ
っ
た
た
め
、
生
徒
た

ち
が
み
な
感
動
し
て
い
る
。

エ
　
ノ
エ
が
は
っ
き
り
語
っ
た
解
釈
に
は
、
最
も
平
和
で
あ
っ
た
時
代
に
芭
蕉
の

生
き
て
い
た
様
子
が
感
じ
ら
れ
、先
生
も
解
釈
の
素
晴
ら
し
さ
を
認
め
た
た
め
、

生
徒
た
ち
も
安
心
し
て
い
る
。
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⑹
　
次
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
あ
と
に
、
関
根
さ
ん
と
杉
本
さ
ん
が
ノ
エ
の
人
物

像
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
る
場
面
の
一
部
で
す
。
こ
れ
を
読
み
、
あ
と
の
⒜
、

⒝
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

関
根
さ
ん 
　
ノ
エ
は
ま
ず
、
二
つ
の
寺
の 

Ⅰ

 

の
違
い
に
着
目
し
た
ん

だ
ね
。

杉
本
さ
ん 

　
そ
う
だ
ね
。
江
戸
時
代
か
ら
こ
の
場
面
の
時
代
に
か
け
て
も
変

わ
っ
て
い
な
い
し
、
芭
蕉
が
毎
日
聞
い
て
い
た
も
の
だ
か
ら
、
区

別
が
で
き
な
か
っ
た
は
ず
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
ね
。
そ
う
言
わ

れ
る
と
、
解
釈
全
体
に
筋
が
通
っ
て
い
る
気
が
す
る
ね
。

関
根
さ
ん 

　
そ
う
だ
ね
。
ノ
エ
の
解
釈
を
す
べ
て
採
用
す
る
と
、
正
統
の
解

釈
と
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
な
。

杉
本
さ
ん 

　
根
本
の
部
分
か
ら
違
い
そ
う
だ
ね
。

関
根
さ
ん 

　
ま
た
、
ノ
エ
が
語
っ
た
こ
と
に
は
、
先
生
も「
内
心
、
舌
を
巻

く
思
い
だ
っ
た
」と
評
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ね
。

杉
本
さ
ん 

　
先
生
は
そ
れ
以
前
に
校
内
新
聞
の
文
章
を
見
た
と
き
に
も

「

Ⅱ

 

に
驚
い
た
」と
感
じ
て
い
る
よ
う
だ
し
、
ノ
エ
は
言
葉

を
使
う
の
が
上
手
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
ね
。

⒜
　

Ⅰ

  

、

Ⅱ

 

に
入
る
言
葉
を
、

Ⅰ

 

は
五
字
以
上
、
十
字
以

内
で
書
き
、

Ⅱ

 

は
8
ペ
ー
ジ
、
9
ペ
ー
ジ
の
文
章
中
か
ら
十
七
字
で
抜

き
出
し
て
、
は
じ
め
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。

⒝
　
杉
本
さ
ん
の
言
葉
に
　
根
本
の
部
分
か
ら
違
い
そ
う
だ
ね
　
と
あ
る
が
、
こ

の
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
た
、
次
の
文
の

 

に
入
る
言
葉
を
、「
鐘
」、

「
糸
」と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
、
二
十
五
字
以
上
、
三
十
五
字
以
内
で
書
き
な

さ
い
。

　
正
統
な
解
釈
で
は
、
芭
蕉
が
芭
蕉
庵
で
鐘
の
音
の
響
き
に
耳
を
傾
け
て
い

る
と
い
う
、
の
ん
び
り
と
し
た
も
の
だ
が
、
ノ
エ
の
解
釈
で
は
、
芭
蕉
が
こ

の
俳
句
を
詠
ん
だ
と
き
に
必
ず
し
も
鐘
は
鳴
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
桜

を
目
の
前
に
し
な
が
ら
、

 

が
生
ま
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
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六 
次
の
文
章
を
読
み
、
あ
と
の
⑴
〜
⑸
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
昔
、
と
な
り
の
国
よ
り
、
山
鳥
を
た
て
ま
つ
り
て
、
鳴
く
声
た
へ
に
し
て
、
聞

く
も
の
う
れ
へ
を
忘
る
と
い
へ
り
。
み
か
ど
、
こ
れ
を
得
て
、
よ
ろ
こ
び
給た
ま

ふ
に
、

ま
た
く
鳴
く
事
な
し
。
女に
よ
う

御ご

の
、
あ
ま
た
お
は
し
け
る
に
、
こ
の
鳥
鳴
か
せ
た
ら

む
女
御
を
、
后き
さ
き
に
は
立
て
む
と
、
宣せ
ん

旨じ

を
く
だ
さ
れ
た
り
け
れ
ば
、
思
ひ
は
か
り

お
は
し
け
る
女
御
の
、
友
を
は
な
れ
て
、Ａ
ひ
と
り
あ
れ
ば
鳴
か
ぬ
な
め
り
と
て
、

あ
き
ら
か
な
る
鏡
を
、
こ
の
つ
ら
に
た
て
た
り
け
れ
ば
、
鏡
を
見
て
、Ｂ
よ
ろ
こ
べ

る
気け

色し
き

に
て
、
鳴
く
こ
と
を
得
た
り
。Ｃ
尾
を
ひ
ろ
げ
て
、
鏡
の
面
に
あ
て
て
、
よ

ろ
こ
び
鳴
く
声
、
ま
こ
と
に
し
げ
し
。
こ
れ
を
鳴
か
せ
給
へ
る
女
御
、
后
に
立
ち
て
、

か
た
は
ら
の
女
御
、
ね
た
み
そ
ね
み
給
ふ
事
限
り
な
し
と
い
へ
り
。

（
源
み
な
も
と
の

俊と
し

頼よ
り『
俊と
し

頼よ
り

髄ず
い

脳の
う

』に
よ
る
。）

（
注
１
）　
女
御
＝
み
か
ど
に
仕
え
た
高
い
位
の
女
官
。

（
注
２
）　
宣
旨
＝
み
か
ど
の
お
言
葉
を
述
べ
伝
え
る
こ
と
。 （

言
い
よ
う
も
な
い
ほ
ど
す
ぐ
れ
て
い
て
）

（
悲
し
み
）

（
全
く
）

（
注
１
）

（
注
２
）

（
思
慮
深
く
て
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
）

（
よ
く
磨
か
れ
て
く
も
り
の
な
い
）

（
鳥
か
ご
に
並
べ
て
立
て
た
と
こ
ろ
）

（
頻
繁
な
も
の
で
あ
っ
た
）

⑴
　
文
章
中
の
　
お
は
し
け
る
に
　
を
現
代
仮
名
づ
か
い
に
改
め
、
ひ
ら
が
な
で
書

き
な
さ
い
。

⑵
　
文
章
中
の
　Ａ
ひ
と
り
あ
れ
ば
鳴
か
ぬ
な
め
り
と
て
　
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当

な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア
　
一
羽
に
な
っ
た
ら
鳴
こ
う
と
す
る
だ
ろ
う
と
思
っ
て

イ
　
一
羽
で
い
る
か
ら
鳴
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
思
っ
て

ウ
　
も
う
一
羽
い
る
た
め
鳴
き
た
い
の
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て

エ
　
も
う
一
羽
い
る
の
で
鳴
か
な
い
の
で
あ
ろ
う
と
言
っ
て

⑶
　
文
章
中
の
　Ｂ
よ
ろ
こ
べ
る
　
の
主
語
に
あ
た
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア
　
み
か
ど
　
　
　
イ
　
女
御
　
　
　
ウ
　
友
　
　
　
エ
　
山
鳥

⑷
　
文
章
中
に
　Ｃ
尾
を
ひ
ろ
げ
て
、
鏡
の
面
に
あ
て
て
　
と
あ
る
が
、
山
鳥
が
こ
の

よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
〜
エ
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア
　
鏡
の
中
に
仲
間
が
い
る
と
思
っ
た
か
ら
。

イ
　
鏡
の
中
の
仲
間
を
自
分
だ
と
思
っ
た
か
ら
。

ウ
　
鏡
に
映
る
自
分
の
姿
が
気
に
入
っ
た
か
ら
。

エ
　
鏡
が
何
を
映
し
出
す
か
楽
し
み
だ
っ
た
か
ら
。
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⑸
　
次
の
文
章
は
、
林
さ
ん
と
柳や
な
ぎさ
ん
が
こ
の
作
品
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
る
場

面
の
一
部
で
す
。
こ
れ
を
読
み
、
あ
と
の
⒜
、
⒝
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

林
さ
ん
　 

　
こ
の
作
品
は
、
み
か
ど
と
女
御
と
鳴
か
な
い
山
鳥
と
い
う
も
の

が
出
て
く
る
ね
。

柳
さ
ん
　 
　
豊
臣
秀
吉
の
特
徴
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
「
鳴
か
ぬ
な
ら
鳴
か

せ
て
み
せ
よ
う
ほ
と
と
ぎ
す
」
と
い
う
俳
句
が
あ
る
と
聞
い
た
こ

と
が
あ
る
け
れ
ど
、
努
力
や
工
夫
を
し
て
、
鳴
か
な
い
鳥
を
鳴
か

せ
よ
う
と
い
う
テ
ー
マ
は
古
く
か
ら
描
か
れ
て
き
た
も
の
な
ん

だ
ね
。

林
さ
ん
　 

　
そ
う
だ
ね
。
私
は
『
十
訓
抄
』
に
「
思
慮
を
専も
っ
ぱら
に
す
べ
き
事
」

と
い
う
訓
話
が
あ
る
こ
と
を
思
い
出
し
た
よ
。「
専
ら
」
と
い
う

の
は
こ
こ
で
は
「
十
分
に
」
と
い
う
意
味
を
表
す
言
葉
な
ん
だ
け

ど
、
こ
の
訓
話
は
思
慮
深
い
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
説
い
た

話
な
ん
だ
。

柳
さ
ん
　 

　
な
る
ほ
ど
。
確
か
に
、
み
か
ど
の
約
束
通
り
、

わ
け

だ
か
ら
ね
。
そ
の
こ
と
が
悔
し
か
っ
た
の
か
、
周
り
の
女
御
た
ち

か
ら
激
し
い
嫉
妬
を
向
け
ら
れ
た
よ
う
だ
け
れ
ど
。

⒜
　
思
慮
を
専も
っ
ぱら
に
す
べ
き
事
　
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
に
訓
読
す
る
場
合
、
返

り
点
の
付
け
方
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、次
の
ア
〜
エ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
符
号
を
答
え
な
さ
い
。

ア
　
可

キ　
専
ラ
ニ
ス

　
　
思
　
慮
ヲ　
事
　
　
　
イ
　
可
キ　
専
ラ
ニ
ス

　
　
思
　
慮
ヲ　
事

ウ
　
可
キ　
専
ラ
ニ
ス

　
　
思
　
慮
ヲ　
事
　
　
　
エ
　
可
キ　
専
ラ
ニ
ス

　
　
思
　
慮
ヲ　
事

⒝
　

 

に
入
る
言
葉
を
、
十
五
字
以
上
、
二
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

二

一

レ

レ

レ

レ

二

一レ

レ

二

一
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七 
次
に
示
す
の
は
、「
勇
気
」と「
勇
敢
」と
い
う
言
葉
の
意
味
で
す
。
こ
れ
を
読
み
、

あ
と
の〈
条
件
〉に
し
た
が
い
、〈
注
意
事
項
〉を
守
っ
て
、「
勇
敢
」に
つ
い
て
あ
な

た
の
考
え
を
書
き
な
さ
い
。

　
　〔
言
葉
の
意
味
〕

「
勇
気
」

　
恐
れ
ず
に
向
か
っ
て
い
く
強
い
気
力
。

「
勇
敢
」

　
危
険
や
困
難
に
ひ
る
ま
ず
に
立
ち
向
か
う
こ
と
。

〈
条
件
〉

①
　
二
段
落
構
成
と
し
、
十
行
以
内
で
書
く
こ
と
。

②
　
前
段
で
は
、「
勇
敢
」と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
を
、「
勇
気
」と
い
う
言

葉
を
使
っ
て
、
説
明
す
る
こ
と
。

③
　
後
段
で
は
、「
勇
敢
」に
対
す
る
あ
な
た
の
考
え
を
、
具
体
例
を
挙
げ
な

が
ら
、
説
明
す
る
こ
と
。

〈
注
意
事
項
〉

①
　
氏
名
や
題
名
は
書
か
な
い
こ
と
。

②
　
原
稿
用
紙
の
適
切
な
使
い
方
に
し
た
が
っ
て
書
く
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、

や

な
ど
の
記
号
を
用
い
た
訂
正
は
し
な
い
こ
と
。
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