
高
2020

国

語

始
め
る
前
に
左
の
注
意
事
項
を
読
み
な
さ
い
。

◯ 

始
め
の
合
図
が
あ
る
ま
で
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

◯ 
問
題
は
全
部
で
17
ペ
ー
ジ
あ
り
ま
す
。

◯ 
答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
書
き
な
さ
い
。

◯ 

問
題
冊
子
、
解
答
用
紙
の
い
ず
れ
に
も
受
験
番
号
、
氏
名
を
書
き
な
さ
い
。

◯ 

質
問
の
あ
る
と
き
は
静
か
に
手
を
あ
げ
先
生
の
指
示
を
待
ち
な
さ
い
。

◯ 

終
わ
り
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
た
だ
ち
に
筆
記
用
具
を
置
き
な
さ
い
。

◯ 

問
題
冊
子
を
持
ち
帰
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

受験番号

氏 名
ふ
り
が
な
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以
下
の
文
章
は
、
平
野
啓
一
郎
の
『
本
の
読
み
方
』
の
一
節
で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
本
の
な
か
で
、
世
の
中
で
も
て
は
や
さ
れ

て
い
る
「
速
読
」
に
対
し
て
、
書
き
手
の
仕
掛
け
や
工
夫
を
見
落
と
さ
な
い
、
一
冊
の
本
に
で
き
る
だ
け
時
間
を
か
け
、
ゆ
っ

く
り
と
読
む
「
ス
ロ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
」
を
提
唱
し
て
い
る
。（
本
文
）
以
下
を
読
み
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

（
本
文
）

 

次
は
少
々
趣
向
を
変
え
て
、
ク
イ
ズ
形
式
で
ス
ロ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
・
レ
ッ
ス
ン
を
し
て
み
よ
う
。

【
問
題
】
次
の
例
文
は
、
川
端
康
成
の
『
伊
豆
の
踊
子
』
の
中
の
一
節
で
あ
る
。
A
「
さ
よ
な
ら
を
言
お
う
と
し
た
」
の
は
誰
か
？　

ま
た
、
B
「
う
な
ず
い
て
見
せ
た
」
の
は
誰
か
？　

そ
れ
ぞ
れ
主
語
を
答
え
よ
。

乗
船
場
に
近
づ
く
と
、
海
際
に
う
ず
く
ま
っ
て
い
る
踊
子
の
姿
が
私
の
胸
に
飛
び
込
ん
だ
。
傍そ

ば

に
行
く
ま
で
彼
女
は
じ
っ
と

し
て
い
た
。
黙だ

ま

っ
て
頭
を
下
げ
た
。
昨
夜
の
ま
ま
の
化け

粧
し
ょ
う

が
私
を
一
層
感
情
的
に
し
た
。
眦

ま
な
じ
りの

紅
が
怒お

こ

っ
て
い
る
か
の
よ
う

に
顔
に
幼
い
凛り

り々

し
さ
を
与あ

た

え
て
い
た
。
栄
吉
が
言
っ
た
。

「
外ほ

か

の
者
も
来
る
の
か
」

踊
子
は
頭
を
振ふ

っ
た

「
皆
ま
だ
寝
て
い
る
の
か
」

踊
子
は
う
な
ず
い
た
。

栄
吉
が
船
の
切
符
と
は＊

し
け
券
と
を
買
い
に
行
っ
た
間
に
、
私
は
い
ろ
い
ろ
話
し
か
け
て
見
た
が
、
踊
子
は
掘ほ

り

割わ
り

が
海
に
入

る
と
こ
ろ
を
じ
っ
と
見
下
し
た
ま
ま
一
言
も
言
わ
な
か
っ
た
。
私
の
言
葉
が
終
ら
な
い
先
き
終
ら
な
い
先
き
に
、
何
度
と
な
く

一
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こ
く
り
こ
く
り
う
な
ず
い
て
見
せ
る
だ
け
だ
っ
た
。

そ
こ
へ
、

「
お
婆ば

あ

さ
ん
、
こ
の
人
が
い
い
や
」
と
、
土
方
風
の
男
が
私
に
近
づ
い
て
来
た
。

「
学
生
さ
ん
、
東
京
へ
行
き
な
さ
る
だ
ね
。
あ
ん
た
を
見
込
ん
で
頼た

の

む
だ
が
ね
、
こ
の
婆
さ
ん
を
東
京
へ
連
れ
て
っ
て
く
ん
ね

え
か
。
可か

哀わ
い

想そ
う

な
婆
さ
ん
だ
。
倅

せ
が
れ

が
蓮れ

ん

台だ
い

寺じ

の
銀
山
に
働
い
て
い
た
ん
だ
が
ね
、
今
度
の
流
行
性
感か

ん

冒ぼ
う

て
奴や

つ

で
倅
も
嫁よ

め

も
死
ん

じ
ま
っ
た
ん
だ
。
こ
ん
な
孫
が
三
人
も
残
っ
ち
ま
っ
た
ん
だ
。
ど
う
に
も
し
よ
う
が
ね
え
か
ら
、
わ
し
ら
が
相
談
し
て
国
へ
帰

し
て
や
る
と
こ
ろ
な
ん
だ
。
国
は
水
戸
だ
が
ね
、
婆
さ
ん
何
も
分
か
ら
ね
え
ん
だ
か
ら
、
霊れ

い

岸が
ん

島じ
ま

へ
着
い
た
ら
、
上
野
の
駅
へ

行
く
電
車
に
乗
せ
て
や
っ
て
く
ん
な
。
面め

ん

倒ど
う

だ
ろ
う
が
な
、わ
し
ら
が
手
を
合
わ
し
て
頼
み
て
え
。
ま
あ
こ
の
有
様
を
見
て
や
っ

て
く
れ
り
ゃ
、
可
哀
想
だ
と
思
い
な
さ
る
だ
ろ
う
」

ぽ
か
ん
と
立
っ
て
い
る
婆
さ
ん
の
背
に
は
、
乳ち

呑の
み

児ご

が
く
く
り
つ
け
て
あ
っ
た
。
下
が
三
つ
上
が
五
つ
く
ら
い
の
二
人
の
女

の
子
が
左
右
の
手
に
捉つ

か

ま
っ
て
い
た
。
汚
い
風
呂
敷
包
か
ら
大
き
い
握

に
ぎ
り

飯め
し

と
梅
干
と
が
見
え
て
い
た
。
五
六
人
の
鉱
夫
が
婆
さ

ん
を
い
た
わ
っ
て
い
た
。
私
は
婆
さ
ん
の
世
話
を
快
く
引
き
受
け
た
。

「
頼
み
ま
し
た
ぞ
」

「
有
難
え
。
わ
し
ら
が
水
戸
ま
で
送
ら
に
ゃ
な
ら
ね
え
ん
だ
が
、
そ
う
も
出
来
ね
え
で
な
」
な
ぞ
と
鉱
夫
達
は
そ
れ
ぞ
れ
私
に

挨
拶
し
た
。

は
し
け
は
ひ
ど
く
揺ゆ

れ
た
。
踊
子
は
や
は
り
脣

く
ち
び
るを

き
っ
と
閉
じ
た
ま
ま
一
方
を
見
つ
め
て
い
た
。
私
が
縄な

わ

梯ば
し

子ご

に
捉つ

か

ま
ろ
う

と
し
て
振
り
返
っ
た
時
、

A
さ
よ
な
ら
を
言
お
う
と
し
た
が
、
そ
れ
も
止よ

し
て
、
も
う
一
ぺ
ん
た
だ

B
う
な
ず
い
て
見
せ
た
。
は

し
け
が
帰
っ
て
行
っ
た
。
栄
吉
は
さ
っ
き
私
が
や
っ
た
ば
か
り
の
烏
打
帽
を
し
き
り
に
振
っ
て
い
た
。
ず
っ
と
遠
ざ
か
っ
て
か

ら
踊
子
が
白
い
も
の
を
振
り
始
め
た
。

川
端
康
成
『
伊
豆
の
踊
子
』（
新
潮
文
庫
、
四
二
～
四
四
ペ
ー
ジ
）
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さ
て
、
ど
う
だ
ろ
う
か
？　

私
か
、
踊
り
子
か
？　

―
正
解
と
解
説
は
、
作
者
自
身
に
お
願
い
し
よ
う
。

は
じ
め
、
私
は
こ
の
質
問
が
思
い
が
け
な
か
っ
た
。
踊
子
に
き
ま
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
こ
の
港
の
別
れ
の
情
感
か
ら
も
、

踊
子
が
う
な
ず
く
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
の
「
私
」
と
踊
子
と
の
様
子
か
ら
し
て
も
、
踊
子
で
あ
る
の
は
明
ら
か

で
は
な
い
か
。「
私
」
か
踊
子
か
と
疑
っ
た
り
迷
っ
た
り
す
る
の
は
、
読
み
が
足
り
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
も
う
一
ぺ
ん
た
だ
う
な
ず
い
た
。」
で
、「
も
う
一
ぺ
ん
」
と
わ
ざ
わ
ざ
書
い
た
の
は
、
そ
の
前
に
、
踊
子
が
う
な
ず
い
た
こ

と
を
書
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

（
中
略
）

と
こ
ろ
が
し
か
し
、
読
者
の
質
問
の
手
紙
に
う
な
が
さ
れ
て
、
疑
問
の
個
所
を
読
ん
で
み
る
と
、
そ
こ
の
文
章
だ
け
を
よ
く

読
ん
で
み
る
と
、「
私
」
か
踊
子
か
と
迷
え
ば
迷
う
の
も
も
っ
と
も
だ
と
、
私
は
は
じ
め
て
気
が
つ
い
た
。「
私
が
縄
梯
子
に
捉

ま
ろ
う
と
し
て
振
り
返
っ
た
時
、
さ
よ
な
ら
を
言
お
う
と
し
た
が
、
そ
れ
も
止
し
て
、
も
う
一
ぺ
ん
た
だ
う
な
ず
い
て
見
せ
た
。」

で
は
、「
さ
よ
な
ら
を
言
お
う
と
し
た
」
の
も
、「
う
な
づ
い
た
」
の
も
、「
私
」
と
取
ら
れ
る
の
が
、
む
し
ろ
自
然
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
そ
れ
な
ら
、「
私
が
」
で
は
な
く
て
「
私
は
」
と
し
そ
う
で
あ
る
。「
私
が
」
の
「
が
」
は
「
さ
よ
な
ら
を
言
お
う

と
し
た
」
の
が
、
私
と
は
別
人
の
踊
子
で
あ
る
こ
と
、
踊
子
と
い
う
主
格
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
暗
に
感
じ
さ
せ
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、「（
踊
子
は
）
さ
よ
な
ら
を
言
お
う
と
し
た
」
の
踊
子
と
い
う
主
格
を
省
略
し
た
た
め
に
、
読
者
を

ま
ど
わ
せ
る
あ
い
ま
い
な
文
章
と
な
っ
た
。
英
訳
者
の
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
氏
も
「
私
」
と
し
て
い
る
。

“A
s I started up the rope ladder to the ship I looked back. I w

anted to say goodby, but I only nodded again.〟

川
端
康
成
『
私
の
文
学
』（
講
談
社
文
芸
文
庫
『
一
草
一
花
』
三
〇
〇
～
三
〇
二
ペ
ー
ジ
、
新
仮
名
遣
い
に
変
更
）



− 4 −

①
名
文
と
悪
文
と
は
紙
一
重
か
も
し
れ
な
い
。
作
者
に
と
っ
て
、
こ
の
問
い
は
愚
問
と
感
ぜ
ら
れ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、

②
書
き
手

と
読
者
と
の
こ
う
し
た
行
き
違
い
が
起
こ
る
の
が
文
章
で
あ
る
。

誤
読
の
原
因
を
ま
と
め
る
と
、
こ
う
だ
。
作
者
と
し
て
は
、
ま
ず
「
話
の
流
れ
」
か
ら
、
当
然
、
主
語
は
踊
り
子
の
は
ず
じ
ゃ
な

い
か
と
し
て
い
る
。
こ
の
「
流
れ
」
の
読
み
違
い
が
読
者
と
の
間
で
起
こ
る
の
は
あ
る
程
度
仕
方
が
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
「
流
れ
」

を
確
か
な
も
の
と
す
る
工
夫
は
凝
ら
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
誤
読
の

③
致
命
的
な
点
は
、
や
は
り
「
も
う
一
ぺ
ん
」
の
読
み
落
と
し
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、「
う
な
づ
い
た
」
の
が
踊

り
子
で
あ
る
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
自
動
的
に
「
さ
よ
な
ら
を
言
お
う
と
し
た
」
の
も
ま
た
踊
り
子
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
は
ず
だ
。

ス
ロ
ー
・
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
は
、
こ
こ
は
押
さ
え
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
だ
。

ま
た
、
助
詞
に
着
目
す
る
と
い
う
鉄
則
に
従
え
ば
、「
私
が
～
さ
よ
な
ら
を
言
お
う
と
し
た
が
、
そ
れ
も
止よ

し
て
、
も
う
一
ぺ
ん
た

だ
う
な
ず
い
て
見
せ
た
」
は
、
不
自
然
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
日
本
語
は
英
語
の
よ
う
な
言
語
と
違
い
、
主
語
の
省
略
が

頻
繁
で
、
述
語
と
の
関
係
が
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
場
合
が
あ
る
が
、
そ
の
と
き
に
は
、
主
語
を
受
け
る
格
助
詞
が
「
は
」
か
「
が
」

か
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
例
の
よ
う
に
そ
れ
を
特
定
で
き
る
こ
と
が
多
い
。

④
ス
ロ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
、
外
国
語
に
翻
訳
し
て
み
る
と
い
う
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ
は
主
語
を
特
定

す
る
と
い
う
意
味
で
も
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
。
サ
イ
デ
ン
ス
テ
ッ
カ
ー
の
英
訳
が
主
語
を
取
り
違
え
て
い
る
の
も
面
白
い
。
高
名
な

日
本
文
学
研
究
者
も
誤
読
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
う
っ
か
り
主
語
を
「
私
」
だ
と
思
っ
て
し
ま
っ
た
人
も
、
落
ち
込
む
必
要

は
な
い
!?
…
…
か
も
し
れ
な
い
。

⑤
川
端
康
成
と
い
う
と
、
い
わ
ゆ
る
「
新
感
覚
派
」
の
代
表
作
家
で
、
一
般
に
は
詩
的
で
感
覚
的
な
美
し
い
文
章
を
書
い
た
人
、

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
だ
が
、
こ
う
し
た
自
作
の
解
説
を
読
む
と
、
他
方
で
彼
の
批
評
家
的
な
資
質
も
垣
間
見
え
る
。
さ
す
が
に
自
作
だ

け
に
か
な
り
丁
寧
な
分
析
だ
。
実
は
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
は
興
味
深
い
続
き
が
あ
る
。
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「
伊
豆
の
踊
子
」
は
す
べ
て
「
私
」
が
見
た
風
に
書
い
て
あ
っ
て
、
踊
子
の
心
理
や
感
情
も
、
私
が
見
聞
き
し
た
踊
子
の
し
ぐ

さ
や
表
情
や
会
話
だ
け
で
書
い
て
あ
っ
て
、
踊
子
の
側
か
ら
は
な
に
一
つ
書
い
て
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「（
踊
子
は
）
さ
よ
な

ら
を
言
お
う
と
し
た
が
、
そ
れ
も
止
し
て
」
と
、
こ
こ
だ
け
踊
子
側
か
ら
書
い
て
あ
る
の
は
、
全
体
を
や
ぶ
る
表
現
で
あ
る
。

踊
子
が
な
に
か
言
い
そ
う
に
し
た
ら
し
い
が
、
そ
れ
が
「
さ
よ
な
ら
」
と
い
う
言
葉
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
、「
私
」
に
は
わ

か
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
こ
こ
の
「
さ
よ
な
ら
」
は
た
だ
な
に
か
別
れ
の
あ
い
さ
つ
の
言
葉
と
い
う
意
味
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、

「
言
お
う
と
し
た
が
」
は
「
私
」
が
見
た
書
き
方
で
は
な
い
。「
そ
れ
も
止
し
て
」
も
よ
く
な
い
。
英
訳
は
踊
子
で
は
な
く
「
私
」

に
な
っ
て
い
る
が
、「
そ
れ
も
止
し
て
」
は
省
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
踊
子
は
や
は
り
脣
を
き
っ
と
閉
じ
た
ま
ま
一
方
を
見
つ

め
て
い
た
。」
の
「
一
方
」
も
、
一
方
と
は
ど
ち
ら
な
の
か
。
こ
こ
で
は
あ
い
ま
い
な
「
一
方
」
で
あ
る
は
ず
が
な
い
。
こ
ん
な

風
だ
か
ら
、
主
格
の
一
語
を
補
う
だ
け
で
す
ま
な
く
て
、
旧
作
の
三
四
行
を
書
き
直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
な
る
と
、
私
は
重
苦

し
い
嫌
悪
に
と
ら
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
も
し
仔
細
に
み
れ
ば
、
全
篇
が
が
た
が
た
し
て
来
そ
う
で
あ
る
。

（
同
三
〇
二
～
三
〇
三
ペ
ー
ジ
、
新
仮
名
遣
い
に
変
更
）

⑥
そ
う
だ
、
そ
れ
で
間
違
っ
た
ん
だ
！　

と
い
う
人
も
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？　

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
前
段

で
見
た
よ
う
な
単
純
な
誤
読
、
読
み
落
と
し
よ
り
も
、
も
う
少
し
内
容
的
に
深
い
話
だ
。

川
端
康
成
は
、「『
言
お
う
と
し
た
が
』
は
、『
私
』
が
見
た
書
き
方
で
は
な
い
」（
強
調
筆
者
）
と
謙
虚
に
反
省
し
て
い
る
が
、
た

と
え
ば
、
日
常
の
こ
う
い
う
会
話
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？

「
そ
れ
で
、
向
こ
う
は
ま
だ
何
か
言
お
う
と
し
て
た
ん
だ
け
ど
、
腹
が
立
っ
た
か
ら
、
ム
シ
し
て
や
っ
た
！
」

こ
れ
は
不
自
然
と
感
ぜ
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
？　

厳
密
に
言
え
ば
、「
言
お
う
と
し
て
た
み、

た、

い、

だ、

っ、

た、

け
ど
」だ
ろ
う
。
例
文
も
、「
さ
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よ
な
ら
を
言
お
う
と
し
た
よ、

う、

だ、

っ、

た、

が
」
と
す
れ
ば
誤
解
は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
場
合
も
、「
さ
よ
な
ら
」
と
い

う
具
体
的
な
文
句
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ば
、
母
親
が
子
供
に
、「
良
子
お
ば
ち
ゃ
ん
に
さ
よ
な
ら
言
っ
て
き
な
さ
い
」
と
言
っ
た
と

き
、
走
っ
て
い
っ
た
子
供
が
、
別
に
「
バ
イ
バ
イ
」
と
言
っ
た
と
し
て
悪
く
は
な
い
よ
う
に
、
文
字
通
り
「
さ
よ
な
ら
」
と
い
う
言

葉
を
口
に
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
な
く
、
別
れ
の
挨
拶
を
す
る
こ
と
の

⑦
慣
用
的
表
現
と
し
て
「
さ
よ
な
ら
を
言
う
」
と

い
う
言
い
方
が
用
い
ら
れ
て
い
る
と
解
す
べ
き
だ
が
。

し
か
し
、
こ
れ
を
果
た
し
て
、
文
法
に
厳
密
に
言
い
換
え
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？　

私
た
ち
は
、
た
と
え
、
文
法
上
は
「
事
実
」

と
し
て
語
っ
て
い
る
と
し
て
も
、話
者
が
一
人
称
で
あ
る
以
上
、そ
れ
が
「
推
量
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。「
み
た
い
だ
っ

た
」、「
よ
う
だ
っ
た
」
は
、
聞
き
手
、
あ
る
い
は
読
み
手
の
心
の
中
で
補
わ
れ
て
い
る
。

そ
れ
が
、
ど
の
程
度
「
事
実
」
と
近
い
の
か

―
勝
手
な
思
い
込
み
な
の
か
、
状
況
か
ら
明
ら
か
な
の
か
は
、

⑧
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・

ケ
ー
ス
だ
。
私
た
ち
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
、

⑨
あ
る
程
度
暴
力
的
に
相
手
の
心
情
を
仮
定
す
る
と
い
う
作
業
を
日
常

的
に
行
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
相
手
の
言
動
か
ら
、
そ
の
仮
定
を
微
調
整
す
る
。『
伊
豆
の
踊
子
』
の
「
私
」
も
、
何
年
か
経
っ
て
、

踊
り
子
と
の
い
ろ
い
ろ
な
思
い
出
を
回
想
し
た
と
き
、

⑩
別
れ
の
際
に
、
彼
女
は
「
さ
よ
な
ら
を
言
お
う
と
し
た
」
の
で
は
な
か
っ

た
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

⑪
一
人
称
体
小
説
で
は
、
一
見
、
作
者
と
し
て
の
超
越
的
視
点
が
不
意
に
混
入
さ
せ
た
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
三
人
称
の
登
場
人
物
の
内、

面、

へ、

の、

言、

及、

が
、
実
は
、
私
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
一
般
的
な
前
提
に
由
来
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る
。

こ
こ
で
の
誤
読
は
、「
言
お
う
と
し
た
」
と
い
う
意
志
に
関
わ
る
表
現
だ
か
ら
、
主
語
は
話
者
だ
ろ
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
が
、
言

葉
に
よ
っ
て
他
者
と
関
わ
り
合
う
際
に
は
、
そ
れ
が
常
に
、
こ
う
し
た
「
事
実
」
と
「
推
量
」
と
の
間
の
曖
昧
な
仮
定
に
基
づ
い
て

い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
お
き
た
い
。

＊
（
注
）
は
し
け
券　

大
型
船
と
陸
と
の
間
を
往
復
し
て
客
を
運
ぶ
小
船
に
乗
る
た
め
の
チ
ケ
ッ
ト
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問
一　

傍
線
部
①
「
名
文
と
悪
文
と
は
紙
一
重
か
も
し
れ
な
い
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
次
か
ら
最
も
ふ
さ
わ

し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

名
文
と
言
わ
れ
る
文
章
も
、
読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
誤
読
の
可
能
性
を
も
っ
た
悪
文
で
あ
る
こ
と
も
多
い
と
い
う
こ
と
。

イ　

名
文
と
言
わ
れ
る
文
章
は
、
人
に
よ
っ
て
は
誤
読
し
て
し
ま
う
よ
う
な
意
味
が
あ
い
ま
い
な
悪
文
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

 
名
文
と
言
わ
れ
る
文
章
は
、
も
と
も
と
多
様
な
解
釈
が
で
き
る
文
で
あ
っ
て
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
悪
文
に
な
ら
ざ
る
を

得
な
い
と
い
う
こ
と
。

エ　

 

名
文
と
言
わ
れ
る
文
章
に
は
、
悪
文
的
な
要
素
は
必
ず
含
ま
れ
て
お
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
悪
文
と
認
定
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
。

問
二　

傍
線
部
②
「
書
き
手
と
読
者
と
の
こ
う
し
た
行
き
違
い
が
起
こ
る
の
が
文
章
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
筆
者
が
言
い
た

か
っ
た
こ
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
次
か
ら
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

書
き
手
と
読
者
と
の
行
き
違
い
が
あ
る
こ
と
こ
そ
が
名
文
と
言
わ
れ
る
文
章
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

書
き
手
の
意
図
が
読
者
に
完
全
に
は
伝
わ
ら
な
い
か
ら
こ
そ
、
名
文
と
い
う
評
価
が
可
能
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
。

ウ　

 

読
者
の
ま
じ
め
な
疑
問
が
愚
問
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
の
す
れ
違
い
が
文
章
を
間
に
は
さ
む
と
よ
く
起
こ
っ
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
。

エ　

 

書
く
と
い
う
行
為
と
読
む
行
為
の
間
に
は
、
ど
う
し
て
も
こ
の
よ
う
な
行
き
違
い
が
起
こ
り
が
ち
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い

う
こ
と
。
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問
三　

傍
線
部
③
「
致
命
的
な
」、
⑦
「
慣
用
的
表
現
」、
⑧
「
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス
」
の
本
文
中
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ

し
い
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

③
致
命
的
な

　
　
　

ア　

ひ
ど
く
注
意
不
足
な

　
　
　

イ　

取
り
返
し
が
つ
か
な
い

　
　
　

ウ　

数
多
く
ひ
ど
い

　
　
　

エ　

こ
の
先
が
長
く
な
い

⑦
慣
用
的

　
　
　

ア　

世
の
中
で
広
く
使
わ
れ
て
い
る

　
　
　

イ　

自
分
自
身
が
よ
く
使
っ
て
い
る

　
　
　

ウ　

な
ん
で
も
受
け
入
れ
て
使
う

　
　
　

エ　

正
式
な
場
で
使
わ
れ
て
い
る

⑧
ケ
ー
ス
・
バ
イ
・
ケ
ー
ス

　
　
　

ア　

事
柄
ご
と
の
判
断
に
よ
る

　
　
　

イ　

そ
の
場
の
雰
囲
気
に
よ
る

　
　
　

ウ　

事
情
ご
と
の
好
悪
に
よ
る

　
　
　

エ　

そ
の
人
の
気
持
ち
に
よ
る
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問
四　

傍
線
部
④
「
ス
ロ
ー
・
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
、
外
国
語
に
翻
訳
し
て
み
る
と
い
う
の
が
あ
っ
た
が
、
こ
れ

は
主
語
を
特
定
す
る
と
い
う
意
味
で
も
効
果
が
あ
る
だ
ろ
う
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
、
次
か
ら
最
も

ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
 

日
本
語
を
英
語
な
ど
の
外
国
語
に
翻
訳
す
る
際
に
最
も
難
し
い
こ
と
は
、
助
詞
を
ど
う
言
い
換
え
る
か
で
あ
り
、
主
語
を

受
け
る
格
助
詞
に
つ
い
て
明
確
に
特
定
で
き
る
か
ら
。

イ　

 

日
本
語
と
異
な
り
、
英
語
な
ど
の
外
国
語
は
主
語
を
省
略
し
な
い
の
で
、
翻
訳
を
し
よ
う
と
し
た
ら
、
主
語
が
何
か
を
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
。

ウ　

 

日
本
文
学
を
英
語
な
ど
の
外
国
語
に
翻
訳
で
き
る
ほ
ど
の
語
学
力
を
身
に
つ
け
た
な
ら
ば
、
主
語
の
特
定
な
ど
で
は
間
違

え
る
こ
と
な
く
な
る
か
ら
。

エ　

 

英
語
な
ど
の
外
国
語
に
翻
訳
す
る
た
め
に
は
多
大
の
時
間
が
必
要
と
な
る
が
、
そ
れ
だ
け
の
時
間
を
覚
悟
す
れ
ば
、
自
然

と
ス
ロ
ー
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
の
技
術
が
身
に
つ
く
か
ら
。

問
五　

傍
線
部
⑤
「
川
端
康
成
と
い
う
と
、
い
わ
ゆ
る
「
新
感
覚
派
」
の
代
表
作
家
で
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
以
下
の
二
つ

の
問
に
答
え
な
さ
い
。

①　

川
端
康
成
の
作
品
と
し
て
著
名
な
も
の
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　

ア　

雪
国　
　

イ　

破
戒　
　

ウ　

細
雪　
　

エ　

潮
騒

②
川
端
康
成
は
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
が
、
日
本
人
文
学
者
で
同
賞
を
受
賞
し
た
作
家
を
次
か
ら
一
人
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

　
　
　

ア　

夏
目
漱
石　
　

イ　

三
島
由
紀
夫　
　

ウ　

大
江
健
三
郎　
　

エ　

村
上
春
樹
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問
六　

傍
線
部
⑥
「
そ
う
だ
、
そ
れ
で
間
違
っ
た
ん
だ
！　

と
い
う
人
も
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
い

う
「
そ
れ
」
と
は
何
を
指
す
か
、
次
か
ら
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

 

も
し
主
格
の
一
語
を
補
っ
た
ら
、
こ
の
小
説
の
一
部
は
書
き
直
し
が
必
要
と
な
り
、
全
篇
が
が
た
が
た
し
て
来
そ
う
に
な
っ

た
こ
と
。

イ　

踊
子
が
そ
の
時
に
見
つ
め
て
い
た
「
一
方
」
が
ど
ち
ら
な
の
か
、
あ
い
ま
い
な
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
。

ウ　

こ
の
小
説
の
英
訳
で
は
、主
語
が
「
私
」
に
な
っ
て
お
り
、さ
ら
に
「
そ
れ
も
止
し
て
」
が
省
か
れ
て
し
ま
っ
て
い
た
こ
と
。

エ　

こ
の
小
説
全
文
が
「
私
」
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
た
の
に
、
こ
の
部
分
だ
け
が
踊
子
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
た
こ
と
。

問
七　

傍
線
部
⑨
「
あ
る
程
度
暴
力
的
に
相
手
の
心
情
を
仮
定
す
る
と
い
う
作
業
を
日
常
的
に
行
っ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は

ど
の
よ
う
な
こ
と
か
、
次
か
ら
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

会
話
の
相
手
の
思
い
を
全
く
無
視
し
た
よ
う
な
や
り
と
り
を
時
に
は
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

会
話
の
相
手
の
気
持
ち
を
一
方
的
に
決
め
つ
け
、
そ
れ
を
前
提
に
し
た
や
り
と
り
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

会
話
の
相
手
に
圧
力
を
か
け
る
よ
う
な
表
現
を
使
っ
て
、
自
分
に
有
利
な
や
り
と
り
を
し
が
ち
だ
と
い
う
こ
と
。

エ　

会
話
の
相
手
に
嫌
悪
感
を
も
た
せ
る
よ
う
な
言
葉
づ
か
い
で
や
り
と
り
を
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。　

問
八　

傍
線
部
⑩
「
別
れ
際
に
、彼
女
は
「
さ
よ
な
ら
を
言
お
う
と
し
た
」
の
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
」

と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
次
の

に
ふ
さ
わ
し
い
語
を
本
文
中
か
ら
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

　
　
　

そ
の
時
、「
私
」
は
「
さ
よ
な
ら
を
言
お
う
と
し
た
」
と
踊
り
子
の
心
情
を
仮
定
し
た
が
、そ
の
後

し
た
結
果
、違
っ

た
心
情
を
推
量
す
る
可
能
性
も
あ
る
か
ら
。
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問
九　

傍
線
部
⑪
「
一
人
称
体
小
説
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
言
う
「
一
人
称
体
小
説
」
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
、
次
か
ら
最
も
ふ

さ
わ
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

主
人
公
が
「
私
」
で
あ
る
小
説

イ　

小
説
の
な
か
で
一
人
称
が
「
私
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
小
説

ウ　

小
説
の
語
り
手
が
「
私
」
で
あ
る
小
説

エ　

小
説
の
登
場
人
物
が
み
な
「
私
」
と
自
分
を
呼
ぶ
小
説
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

昔
、
天
竺
の
人
、
宝
を
買
は
ん
た
め
に
、
銭
五
十
貫
を
子
に
持
た
せ
て
や
る
。

①
大
な
る
川
の
端
を
行
く
に
、
舟
に
乗
り
た
る
人

あ
り
。
舟
の
方
を
見
や
れ
ば
、
舟
よ
り
亀
、
首
を
さ
し
出
し
た
り
。
銭
持
ち
た
る
人
立
ち
止
り
て
、
こ
の
亀
を
ば
、「
何
の

②
料
ぞ
」

と
問
へ
ば
、「
殺
し
て
物
に
せ
ん
ず
る
」
と
い
ふ
。「

③
そ
の
亀
買
は
ん
」
と
い
へ
ば
、
こ
の
舟
の
人
曰
く
、
い
み
じ
き
大
切
の
事
あ

り
て
、
設
け
た
る
亀
な
れ
ば
、
い
み
じ
き
価
な
り
と
も
、

④
売
る
ま
じ
き
由
を
い
へ
ば
、
な
ほ

⑤
あ
な
が
ち
に
手
を
摺
り
て
、
こ
の

五
十
貫
の
銭
に
て
、
亀
を
買
ひ
取
り
て
放
ち
つ
。

心
に
思
ふ
や
う
、
親
の
、
宝
買
ひ
に
隣
の
国
へ
や
り
つ
る
銭
を
、
亀
に
か
へ
て
や
み
ぬ
れ
ば
、

⑥
親
、
い
か
に
腹
立
ち
給
は
ん
ず

ら
ん
。
さ
り
と
て
ま
た
、
親
の
も
と
へ
い
か
で
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ね
ば
、
親
の
も
と
へ
帰
り
行
く
に
、
道
に
人
の
ゐ
て
い
ふ
や
う
、「
こ

こ
に
亀
売
り
つ
る
人
は
、
こ
の
下
の
渡
に
て
、
舟
う
ち
返
し
て
死
ぬ
」
と
語
る
を
聞
き
て
、
親
の
家
に
帰
り
行
き
て
、
銭
は
亀
に
か

へ
つ
る
由
語
ら
ん
と
思
ふ
程
に
、
親
の
い
ふ
や
う
、「
何
と
て
こ
の
銭
を
ば
返
し
お
こ
せ
た
る
ぞ
」
と
問
へ
ば
、
子
の
い
ふ
、「
さ
る

事
な
し
。
そ
の
銭
に
て
は
、
し
か
じ
か
亀
に
か
へ
て
ゆ
る
し
つ
れ
ば
、
そ
の
由
を
申
さ
ん
と
て
参
り
つ
る
な
り
」
と
い
へ
ば
、
親
の

い
ふ
や
う
、「

⑦
黒
き
衣
き
た
る
人
、
同
じ
や
う
な
る
が
五
人
、
お
の
お
の
十
貫
づ
つ
持
ち
て
来
た
り
つ
る
。
こ
れ
そ
な
る
」
と
て
見

せ
け
れ
ば
、
こ
の
銭
い
ま
だ
濡
れ
な
が
ら
あ
り
。

⑧
は
や
買
ひ
て
放
し
つ
る
亀
の
、
そ
の
銭
川
に
落
ち
入
る
を
見
て
、
取
り
持
ち
て
、
親
の
も
と
に
、
子
の
帰
ら
ぬ
さ
き
に
や
り
け

る
な
り
。

 

（『
宇
治
拾
遺
物
語
』
よ
り
）

＊
川
の
端
…
川
の
ほ
と
り

＊
親
の
も
と
へ
い
か
で
あ
る
べ
き
に
あ
ら
ね
ば
…
親
の
も
と
に
行
か
な
い
で
す
ま
せ
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で

＊
さ
る
事
な
し
…
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん

二
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問
一　

傍
線
部
①
の
主
語
は
誰
か
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

天
竺
の
人　
　

イ　

銭
持
ち
た
る
人　
　

ウ　

こ
の
舟
の
人　
　

エ　

亀
売
り
つ
る
人

問
二　

傍
線
部
②
を
含
む
「
何
の
料
ぞ
」
は
「（
こ
の
亀
は
）
何
の
た
め
か
」
と
訳
す
が
、
そ
の
場
合
の
「
料
」
を
あ
ら
わ
す
意
味
と

し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
熟
語
は
次
の
ど
れ
か
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
ん
で
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

材
料　
　

イ　

料
理　
　

ウ　

料
金　
　

エ　

送
料

問
三　

傍
線
部
③
の
口
語
訳
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

そ
の
亀
を
買
う
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん　
　

イ　

そ
の
亀
に
買
っ
て
も
ら
い
ま
し
ょ
う

ウ　

そ
の
亀
は
買
い
ま
せ
ん　
　
　
　
　
　
　

エ　

そ
の
亀
を
買
い
ま
し
ょ
う

問
四　

傍
線
部
④
と
は
ど
の
よ
う
な
理
由
か
、
文
中
よ
り
二
十
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
部
⑤
の
言
葉
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

ゆ
っ
く
り
と　
　

イ　

楽
し
げ
に　
　

ウ　

一
所
懸
命
に　
　

エ　

な
に
よ
り
も　
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問
六　

傍
線
部
⑥
で
主
人
公
は
何
故
親
が
怒
る
と
考
え
た
の
か
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

宝
を
買
い
に
隣
国
へ
行
か
せ
た
息
子
が
お
金
を
失
く
し
て
戻
っ
て
き
た
か
ら
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

イ　

宝
を
買
い
に
隣
国
へ
行
か
せ
た
息
子
が
途
中
で
そ
の
お
金
を
亀
に
換
え
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

ウ　

宝
を
買
い
に
隣
国
へ
行
か
せ
た
は
ず
な
の
に
、
そ
の
息
子
が
大
好
き
な
亀
を
買
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

エ　

宝
を
買
い
に
隣
国
へ
行
か
せ
た
は
ず
な
の
に
、
理
由
も
な
く
そ
の
お
金
を
使
い
果
た
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

問
七　

傍
線
部
⑦
と
は
本
当
は
何
で
あ
っ
た
か
、
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
八　

傍
線
部
⑧
の
口
語
訳
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

 

実
は
、
買
っ
た
の
に
逃
げ
て
し
ま
っ
た
亀
が
、
お
金
が
川
に
落
ち
る
の
を
見
て
拾
い
上
げ
、
子
供
が
帰
る
前
に
親
の
と
こ

ろ
に
行
っ
て
告
げ
口
を
し
た
の
で
あ
る
。

イ　

 

実
は
、
子
供
に
逃
が
し
て
も
ら
っ
た
亀
が
、
川
に
落
ち
て
い
る
お
金
を
見
て
感
謝
し
よ
う
と
子
供
の
家
に
向
か
っ
た
が
会

う
こ
と
が
で
き
ず
、
親
に
お
金
を
渡
し
た
の
で
あ
る
。

ウ　

 

実
は
、
買
っ
て
逃
が
し
た
亀
が
、
お
金
が
川
に
落
ち
る
の
を
見
て
そ
れ
を
拾
い
上
げ
、
親
の
と
こ
ろ
へ
子
が
帰
る
前
に
届

け
て
い
た
の
で
あ
る
。

エ　

 

実
は
、
逃
げ
た
亀
に
お
金
を
払
っ
て
し
ま
っ
た
子
供
が
家
に
帰
る
前
に
、
後
悔
し
た
亀
が
謝
ろ
う
と
親
の
と
こ
ろ
に
お
金

を
届
け
た
の
で
あ
る
。

問
九　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
同
じ
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
は
次
の
ど
れ
か
、
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

源
氏
物
語　
　

イ　

万
葉
集　
　

ウ　

今
昔
物
語
集　
　

エ　

徒
然
草
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次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

①　

慣
用
句
「
魚
心
あ
れ
ば
水
心
」
の
意
味
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

生
ま
れ
や
育
ち
に
よ
っ
て
人
の
性
格
は
変
わ
る
も
の
で
あ
る
。

イ　

一
方
が
好
意
を
示
せ
ば
も
う
一
方
も
自
然
と
好
意
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。

ウ　

同
じ
志
を
も
つ
多
く
の
仲
間
の
中
に
い
る
と
気
持
ち
が
と
て
も
落
ち
着
く
。

エ　

似
た
よ
う
な
習
慣
を
持
っ
て
い
る
と
自
然
と
同
じ
よ
う
な
傾
向
に
な
る
。

②　
「
夕
日
で
空
が
赤
く
染
ま
っ
た
」
の
「
で
」
と
同
じ
意
味
・
用
法
の
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

お
母
さ
ん
が
笑
顔
で
優
し
く
迎
え
て
く
れ
た
。　
　
　

イ　

生
徒
た
ち
は
学
校
で
勉
強
を
し
て
い
る
。

ウ　

今
日
は
ひ
ど
い
風
邪
で
会
社
を
休
ん
だ
。　
　
　
　
　

エ　

将
来
は
ア
メ
リ
カ
の
大
学
で
学
ぶ
つ
も
り
だ
。

③　

空
欄
に
ふ
さ
わ
し
い
四
字
熟
語
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　

ま
ず
リ
ー
ダ
ー
が
□
□
□
□
し
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
に
格
好
い
い
こ
と
を
言
っ
て
も
部
下
に
は
伝
わ
り
ま
せ
ん
。

ア　

率
先
垂
範　
　

イ　

頑
固
一
徹　
　

ウ　

以
心
伝
心　
　

エ　

紆
余
曲
折

④　

次
の
中
か
ら
「
隠
喩
」
を
含
ん
だ
例
文
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

今
日
は
投
手
の
球
が
走
っ
て
い
る　
　
　
　
　
　
　

イ　

彼
は
ガ
ラ
ス
の
心
を
持
っ
て
い
る
。

　
　

ウ　

ト
ン
ネ
ル
を
抜
け
る
と
そ
こ
は
雪
国
だ
っ
た
。　
　

エ　

い
わ
ゆ
る
医
者
の
よ
う
な
風
を
し
て
い
る
。

三
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⑤　

次
の
傍
線
部
の
敬
語
を
ど
う
改
め
た
ら
よ
い
か
、
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
「
先
生
、
父
が
明
日
伺
い
た
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。」

ア　

話
さ
れ
ま
し
た　
　

イ　

言
っ
て
ま
し
た　
　

ウ　

お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た　
　

エ　

申
し
て
お
り
ま
し
た
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次
の
傍
線
部
の
読
み
仮
名
を
答
え
な
さ
い
。

①　

父
の
堅
実
な
生
き
方
を
手
本
に
し
ま
す
。　
　
　
　
　

②　

両
者
の
優
劣
が
次
第
に
露
わ
に
な
っ
て
い
ま
す
。　
　
　
　

③　

有
無
を
言
わ
せ
な
い
指
令
が
上
司
か
ら
出
て
い
ま
す
。　

④　

子
ど
も
た
ち
が
健
や
か
に
育
つ
環
境
が
必
要
で
す
。　
　
　

⑤　

竹
馬
の
友
と
再
会
で
き
て
と
て
も
う
れ
し
く
思
い
ま
す
。

次
の
カ
タ
カ
ナ
部
分
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

①　

鋭
い
目
で
新
た
な
時
代
の
幕
開
け
を
ヨ
ケ
ン
し
て
い
ま
す
。　
　

②　

グ
ラ
ス
に
ス
イ
テ
キ
が
つ
い
て
い
ま
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　

③　

ユ
ウ
ワ
ク
に
負
け
な
い
よ
う
に
気
を
つ
け
て
い
ま
す
。　
　
　
　

④　

マ
ン
ガ
は
日
本
文
化
の
一
翼
を
担
っ
て
い
ま
す
。　
　
　

⑤　

土
地
売
買
の
チ
ュ
ウ
カ
イ
を
仕
事
に
し
て
い
ま
す
。

四五




