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問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。



　
　

中
学
二
年
生
の
「
千ち
づ
る弦
」
は
、
音
楽
学
校
を
目
指
し
て
本
格
的
に
ピ
ア
ノ
の
練
習
を
し
て
お
り
、
母
親
は
そ
れ
を
必
死
で
応お
う

援え
ん

し
て
い
ま
し
た
が
、
ス
ラ

ン
プ
に
お
ち
い
り
、
思
う
よ
う
に
ピ
ア
ノ
が
弾ひ

け
な
く
な
っ
て
い
ま
し
た
。
妹
の
「
響ひ
び
ね音
」
は
六
年
生
で
、
叔お

ば母
の
「
燈と
う
こ子
」
に
誘さ
そ

わ
れ
て
、
友
人
た
ち
と
「
ふ

る
さ
と
文
化
祭
」
に
向
け
て
歌
や
ダ
ン
ス
の
練
習
に
打
ち
こ
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
、
父
は
二
人
の
娘む
す
めに

、
し
ば
ら
く
祖
父
母
の
家
で
暮
ら
し
て
は

ど
う
か
、
と
提
案
し
ま
す
。
本
文
は
そ
の
続
き
の
場
面
で
す
。
文
章
を
よ
く
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　　

お
昼
す
ぎ
、
お
父
さ
ん
に
つ
れ
ら
れ
て
、
千
弦
が
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
家
に
や
っ
て
き
た
。

「
①
あ
の
…
…
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
ご
め
ん
な
さ
い
」

　

暗
い
表
情
で
頭
を
下
げ
た
千
弦
の
肩か
た

を
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
さ
す
っ
た
。

「
千
弦
ち
ゃ
ん
が
あ
や
ま
る
こ
と
な
ん
て
、
な
ん
に
も
な
い
わ
よ
。
わ
た
し
た
ち
は
大
歓か
ん

迎げ
い

な
ん
だ
か
ら
。
…
…
で
、
千
弦
ち
ゃ
ん
、
決
め
て
き
た
わ
よ
ね
」

「
え
…
…
、
な
に
を
？
」

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
、
あ
ら
あ
ら
、
と
手
を
ひ
ら
ひ
ら
さ
せ
た
。

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
と
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
ど
っ
ち
に
弟で

子し

入
り
す
る
か
よ
。
響
音
ち
ゃ
ん
は
音
楽
修し
ゅ
ぎ
ょ
う業中

で
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
弟
子
は
お
休
み
し
て
る
よ
う
だ

け
ど
、
千
弦
ち
ゃ
ん
は
ど
う
す
る
の
。
陶と
う

芸げ
い

？　

菜
園
づ
く
り
？　

お
菓か

子し

、
お
料
理
、
お
裁さ
い

縫ほ
う

、
着
物
の
着
付
け
…
…
」

　

目
を
ま
た
た
か
せ
る
千
弦
に
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
は
に
っ
こ
り
と
笑
っ
た
。

「
ま
か
せ
な
さ
い
。
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
弟
子
入
り
す
る
か
ら
に
は
、
お
店
よ
り
お
い
し
い
チ
ー
ズ
ケ
ー
キ
を
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ら
ね
」

「
う
、
う
ん
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」

　

千
弦
は
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
弟
子
に
な
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
よ
う
だ
。

　

お
父
さ
ん
が
収
納
ボ
ッ
ク
ス
を
か
か
え
て
、
二
階
の
部
屋
へ
と
運
ぶ
。
響
音
も
荷
物
運
び
を
手
伝
っ
た
。
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
泊と

ま
っ
て
い
た
響
音
と
ち
が
っ
て
、

大
荷
物
だ
。

　

千
弦
の
部
屋
は
、
む
か
し
の
お
父
さ
ん
の
部
屋
だ
。
響
音
も
朝
か
ら
か
た
づ
け
を
手
伝
い
、
物
置
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
部
屋
は
、
見
ち
が
え
る
よ
う
に
き

れ
い
に
な
っ
た
。
運
び
だ
し
た
粗そ
だ
い大

ゴ
ミ
は
、
燈
子
が
車
で
ク
リ
ー
ン
セ
ン
タ
ー
へ
捨
て
に
い
っ
て
い
る
。

「
あ
れ
？　

お
父
さ
ん
の
ポ
ス
タ
ー
、
な
く
な
っ
て
る
じ
ゃ
な
い
か
！
」

一
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収
納
ボ
ッ
ク
ス
を
壁か
べ

ぎ
わ
に
置
い
て
部
屋
を
ぐ
る
り
と
見
ま
わ
し
た
お
父
さ
ん
が
、
壁
を
指
さ
し
て 　
　
　
　
　

 

顔
を
し
た
。
そ
の
顔
が
お
か
し
く
て
、

千
弦
と
響
音
は
く
す
く
す
笑
う
。

「
お
父
さ
ん
の
ポ
ス
タ
ー
っ
て
、
た
し
か
、
Ｓ
Ｌ
写
真
と
ガ
ン
ダ
ム
で
し
ょ
。
わ
た
し
い
や
だ
よ
。
響
音
、
よ
く
ぞ
は
が
し
て
お
い
て
く
れ
た
わ
」

「
ね
ー
！　

ぜ
っ
た
い
、
千
弦
ち
ゃ
ん
の
趣し
ゅ
み味

じ
ゃ
な
い
っ
て
思
っ
た
ん
だ
。
お
父
さ
ん
、
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
だ
よ
、
捨
て
て
な
い
か
ら
。
し
ま
っ
た
だ
け
」

「
…
…
響
音
は
燈
子
の
部
屋
を
、
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
使
っ
て
る
く
せ
に
。
だ
い
た
い
、
ガ
ン
ダ
ム
じ
ゃ
な
く
て
ボ
ト
ム
ズ
だ
し
」

　

お
父
さ
ん
は
、
す
ね
た
口
調
で
文
句
を
言
っ
た
。

　

響
音
は
千
弦
と
ふ
つ
う
に
話
せ
る
か
ど
う
か
自
信
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
顔
を
あ
わ
せ
れ
ば
な
ん
て
こ
と
は
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
家
に
い
た
と
き
よ
り
も
自

然
に
話
せ
る
。

　

玄げ
ん

関か
ん

か
ら
「
た
だ
い
ま
あ
ー
」
と
い
う
燈
子
の
声
が
き
こ
え
た
。

「
お
、
来
た
ね
、
千
弦
ち
ゃ
ん
。
し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
、
ヨ
ロ
シ
ク
！
」

「
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
あ
の
、
わ
た
し
…
…
」

　

ぎ
こ
ち
な
さ
を
見
せ
る
千
弦
に
、
燈
子
は
手
を
ひ
ら
ひ
ら
さ
せ
た
。

「
か
た
い
話
は
な
し
。
気
を
つ
か
っ
た
り
し
な
い
で
。
こ
っ
ち
も
、
い
つ
も
ど
お
り
に
し
か
し
な
い
も
ん
。
千
弦
ち
ゃ
ん
も
、
や
り
た
い
こ
と
あ
れ
ば
な
ん
で

も
好
き
な
こ
と
し
な
よ
。
も
し
ピ
ア
ノ
弾
き
た
か
っ
た
ら
、
わ
た
し
の
部
屋
に
か
っ
て
に
入
っ
て
い
い
か
ら
」

　

ピ
ア
ノ
の
話
題
に
、
千
弦
の
顔
が
か
た
く
な
る
の
が
わ
か
っ
た
。
け
れ
ど
、
部
屋
に
入
っ
た
あ
と
、

「
ね
、
燈
子
さ
ん
の
し
ぐ
さ
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
そ
っ
く
り
だ
っ
た
ね
」
と
笑
っ
た
。

　

荷
物
を
運
び
こ
ん
で
一
段
落
す
る
と
、
お
父
さ
ん
は
一
階
の
居
間
に
み
ん
な
を
集
め
た
。

　

響
音
、
千
弦
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
燈
子
の
全
員
を
ま
え
に
、
話
を
は
じ
め
た
。

「
②
お
じ
い
ち
ゃ
ん
ち
で
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
、
と
つ
ぜ
ん
で
び
っ
く
り
さ
せ
た
か
も
し
れ
な
い
。
お
父
さ
ん
が
か
っ
て
に
決
め
て
し
ま
っ
て
、
悪
か
っ
た
。
燈

子
も
、
せ
っ
か
く
の
日
曜
に
手
伝
っ
て
く
れ
て
、
あ
り
が
と
な
」

　

お
父
さ
ん
が
し
ん
け
ん
な
話
を
は
じ
め
た
と
わ
か
っ
て
、
響
音
も
千
弦
も
き
ち
ん
と
正
座
を
す
る
。
お
じ
い
ち
ゃ
ん
た
ち
も
、
ま
じ
め
に
お
父
さ
ん
を
見
た
。

「
お
父
さ
ん
は
、
家
族
と
か
、
と
も
だ
ち
と
か
、
そ
う
い
う
③
人
間
関
係
っ
て
い
う
の
は
、
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
み
た
い
だ
な
っ
て
思
う
ん
だ
。
色
も
形
も
ち
が

う
ピ
ー
ス
が
あ
わ
さ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
絵
を
つ
く
る
。
で
も
、
じ
ぶ
ん
の
色
や
形
し
か
見
な
く
な
る
と
、
少
し
ず
つ
形
が
ゆ
が
ん
で
い
っ
て
、
つ
な
ぎ
目
が
す

Ａ
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き
ま
だ
ら
け
に
な
る
。
い
ま
う
ち
の
家
族
は
、
つ
な
ぎ
目
に
少
し
す
き
ま
が
で
き
て
、
ぐ
ら
ぐ
ら
し
て
い
る
パ
ズ
ル
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
だ
か
ら
、
落
ち
つ

い
て
ピ
ー
ス
の
形
を
整
え
る
時
間
を
つ
く
ろ
う
っ
て
考
え
た
。
い
ま
ま
で
と
は
、
ま
っ
た
く
ち
が
う
ピ
ー
ス
に
な
っ
て
も
い
い
。
だ
け
ど
、
き
っ
と
ま
た
、
ひ

と
つ
の
絵
を
つ
く
れ
る
よ
う
に
な
る
。
④
ま
え
よ
り
も
っ
と
す
ば
ら
し
い
絵
だ
。
そ
の
た
め
に
、
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
も
、
い
ま
ま
で
の
こ
と
、
こ
れ
か
ら

の
こ
と
を
、
話
し
て
い
こ
う
と
思
っ
て
る
」

　

お
父
さ
ん
は
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
た
ち
に
向
か
っ
て
、
頭
を
下
げ
る
。

「
お
や
じ
、
お
ふ
く
ろ
、
燈
子
、
ふ
た
り
の
こ
と
を
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
」

　

千
弦
は
少
し
考
え
た
あ
と
、
お
じ
い
ち
ゃ
ん
た
ち
に
向
き
な
お
っ
て
、「
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
」
と
、
き
ち
ん
と
頭
を
下
げ
た
。

　

響
音
も
あ
わ
て
て
ま
ね
を
す
る
。
け
れ
ど
、
い
つ
も
顔
を
あ
わ
せ
て
い
る
お
じ
い
ち
ゃ
ん
た
ち
に
、
あ
ら
た
ま
っ
た
あ
い
さ
つ
を
す
る
の
は
、
ち
ょ
っ
と

　
　
　
　
　

 

。

　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
は
、
う
む
、
う
む
、
と
う
な
ず
い
た
。

「
⑤
子
ど
も
た
ち
が
い
る
と
こ
ろ
、
い
な
い
と
こ
ろ
で
、
親
ど
う
し
も
ゆ
っ
く
り
じ
っ
く
り
話
し
あ
え
。
子
育
て
な
ん
て
な
あ
、
子
ど
も
百
人
い
り
ゃ
あ
百
と

お
り
、
親
が
百
人
い
り
ゃ
あ
千
と
お
り
っ
て
も
ん
よ
。
そ
う
そ
う
う
ま
く
い
っ
て
た
ま
る
か
い
。
お
し
あ
い
へ
し
あ
い
し
て
成
長
す
る
も
ん
だ
」

「
母
親
だ
父
親
だ
っ
て
い
っ
て
も
、
は
じ
め
て
の
経
験
だ
も
の
。
失
敗
く
ら
い
い
く
ら
で
も
す
る
わ
よ
。
わ
た
し
だ
っ
て
、『
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
』
を
や
る
の
は

は
じ
め
て
な
ん
だ
か
ら
」

　

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
言
う
と
お
り
だ
。
お
父
さ
ん
が
「
お
父
さ
ん
」
を
や
る
の
も
、お
母
さ
ん
が
「
お
母
さ
ん
」
を
や
る
の
も
、生
ま
れ
て
は
じ
め
て
の
こ
と
だ
。

ま
ち
が
え
る
こ
と
だ
っ
て
、
た
く
さ
ん
あ
る
。

　

響
音
だ
っ
て
、「
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
の
娘
」
や
「
千
弦
の
妹
」
を
は
じ
め
て
や
っ
て
い
る
の
だ
。
千
弦
の
よ
う
す
が
お
か
し
い
と
気
づ
い
た
と
き
、
さ

け
た
り
せ
ず
に
、
も
っ
と
話
せ
ば
よ
か
っ
た
し
、
言
わ
な
い
で
と
言
わ
れ
て
も
、
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
に
相
談
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。

　

い
ま
か
ら
で
も
、
き
っ
と
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
。
き
ち
ん
と
話
し
あ
え
ば
、
よ
く
な
っ
て
い
け
る
。

「
家
族
は
ジ
グ
ソ
ー
パ
ズ
ル
か
。
兄
さ
ん
、
な
か
な
か
お
も
し
ろ
い
こ
と
言
う
じ
ゃ
な
い
」

　

ふ
ふ
ん
、
と
燈
子
が
あ
ご
を
上
げ
る
。

「
⑥
お
ま
え
の
影え

い
き
ょ
う響で

、
千
弦
と
響
音
の
ピ
ー
ス
が
と
ん
で
も
な
い
形
に
な
っ
た
ら
困
る
な
あ
」

「
と
ん
で
も
な
い
と
は
失
礼
な
。
そ
う
な
っ
た
ら
な
っ
た
で
、
斬ざ
ん

新し
ん

な
絵
が
で
き
る
で
し
ょ
」

Ｂ
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あ
は
は
は
、
と
み
ん
な
が
笑
っ
た
。

　

二
階
の
部
屋
に
戻も
ど

る
と
、
千
弦
が
軽
い
息
を
は
い
た
。

「
き
の
う
、
お
父
さ
ん
が
『
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
家
に
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
す
る
か
』
っ
て
言
っ
た
と
き
、
⑦
な
ん
か
、
ほ
っ
と
し
た
。
あ
あ
、
お
父
さ
ん
は
、
わ
た

し
の
こ
と
気
に
し
て
た
ん
だ
な
あ
っ
て
。
お
父
さ
ん
は
響
音
ば
っ
か
り
だ
と
思
っ
て
た
か
ら
。
き
っ
と
響
音
は
逆
だ
っ
た
ね
。
お
母
さ
ん
は
わ
た
し
に
つ
き
っ

き
り
で
、
ほ
っ
た
ら
か
し
に
さ
れ
て
る
っ
て
思
っ
て
た
よ
ね
」

　

響
音
は
、
上
目
づ
か
い
で
千
弦
を
見
る
。　
　
　
　
　

 

、
と
は
言
え
な
か
っ
た
。

「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
ち
に
来
ら
れ
て
よ
か
っ
た
。
お
母
さ
ん
と
、
気
ま
ず
か
っ
た
し
。
放
課
後
も
と
も
だ
ち
は
み
ん
な
部
活
か
塾じ
ゅ
くで

、
話
し
相
手
も
い
な
い
し
。

こ
こ
な
ら
、
響
音
も
い
る
し
」

　

千
弦
は
に
っ
こ
り
と
笑
っ
て
、
響
音
の
ほ
っ
ぺ
た
を
指
で
つ
つ
い
た
。

　

こ
の
お
じ
い
ち
ゃ
ん
ち
ス
テ
イ
は
、お
父
さ
ん
が
言
っ
た
よ
う
に
、じ
ぶ
ん
と
ま
わ
り
と
を
見
つ
め
な
お
し
て
い
く
た
め
の
も
の
だ
。
ピ
ー
ス
の
形
を
整
え
て
、

ま
た
ひ
と
つ
の
絵
を
つ
く
れ
る
よ
う
に
。

　

そ
れ
と
関
係
す
る
か
は
わ
か
ら
な
い
け
れ
ど
、
響
音
は
ふ
る
さ
と
文
化
祭
の
舞ぶ
た
い台

に
い
っ
し
ょ
う
け
ん
め
い
打
ち
こ
も
う
、
と
思
っ
た
。

　

⑧
千
弦
も
こ
の
家
で
ゆ
っ
く
り
す
ご
し
て
い
れ
ば
、
い
き
い
き
と
し
た
音
で
ピ
ア
ノ
を
弾
く
千
弦
に
戻
る
だ
ろ
う
か
…
…
。

　

お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
家
に
来
て
か
ら
二
、
三
日
は
、
緊き
ん
ち
ょ
う張も
あ
っ
た
の
か
、
千
弦
の
態
度
は
少
々
ぎ
こ
ち
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
、
放
課
後
ま
っ
す
ぐ
に
帰
っ
て

き
て
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
と
台
所
に
立
っ
た
り
、
部
屋
で
本
を
読
ん
だ
り
し
て
す
ご
す
う
ち
に
、
ぎ
こ
ち
な
さ
は
消
え
て
表
情
も
明
る
く
な
っ
て
い
っ
た
。

 

（
小
俣
麦
穂
『
ピ
ア
ノ
を
き
か
せ
て
』）
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問
一 　

︱
︱
︱
線
部
①
「
あ
の
～
ご
め
ん
な
さ
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
千
弦
」
が
こ
の
よ
う
に
言
う
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
最
も
適
当

な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

ア　

自
分
の
せ
い
で
親し
ん

戚せ
き

全
体
を
巻
き
込こ

む
騒さ
わ

ぎ
と
な
り
、
祖
父
母
に
ま
で
心
配
を
か
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
後こ
う

悔か
い

し
て
い
る
か
ら

　

イ　

自
分
の
ピ
ア
ノ
が
行
き
づ
ま
っ
た
た
め
、
祖
父
母
の
家
に
泊
ま
る
こ
と
に
な
り
、
迷め
い

惑わ
く

な
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
か
ら

　

ウ　

家
事
が
得
意
で
は
な
い
自
分
が
一い
っ

緒し
ょ

に
暮
ら
す
の
は
、
祖
父
母
に
と
っ
て
負
担
が
大
き
い
の
で
は
な
い
か
と
案
じ
て
い
る
か
ら

　

エ　

ピ
ア
ノ
に
打
ち
こ
む
あ
ま
り
、
祖
父
母
の
世
話
を
し
て
こ
な
か
っ
た
自
分
が
、
逆
に
世
話
に
な
る
の
は
申
し
わ
け
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら

問
二　
　
　
　
　
　

 

、　
　
　
　
　

 

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

ア　

気
は
ず
か
し
い　
　
　

イ　

な
さ
け
な
い　
　
　

ウ　

後
ろ
め
た
い　
　
　

エ　

落
ち
着
か
な
い　
　
　

オ　

あ
ど
け
な
い

問
三 　

︱
︱
︱
線
部
②
「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
ち
で
の
ホ
ー
ム
ス
テ
イ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
響
音
」
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。
適
当
な
言

葉
を
本
文
中
か
ら
二
十
五
字
以
内
で
探
し
て
、は
じ
め
と
お
わ
り
の
五
字
を
そ
れ
ぞ
れ
ぬ
き
出
し
な
さ
い
。（
な
お
、句
読
点
や
記
号
も
一
字
に
数
え
ま
す
。）

問
四 　

︱
︱
︱
線
部
③
「
人
間
関
係
っ
て
～
思
う
ん
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
し
て
い
ま
す
か
。
四
十
字
以
内
で
わ
か
り
や
す
く

説
明
し
な
さ
い
。

問
五 　

︱
︱
︱
線
部
④
「
ま
え
よ
り
～
す
ば
ら
し
い
絵
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
か
。
次
の
ア
～
エ
の
中

か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

ア　

身
の
回
り
の
生
活
を
大
事
に
し
て
、
手
仕
事
の
良
さ
を
分
か
ち
合
え
る
関
係
が
生
ま
れ
る
こ
と

　

イ　

自
分
よ
り
家
族
を
大
切
に
考
え
る
こ
と
で
、
困
難
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
団
結
力
が
で
き
る
こ
と

　

ウ　

家
族
の
中
で
互た
が

い
の
個
性
を
生
か
し
て
、
新
し
い
も
の
を
生
み
出
す
独
創
性
が
生
ま
れ
る
こ
と

　

エ　

一
人
一
人
が
自
分
を
見
つ
め
直
す
と
と
も
に
、
互
い
に
支
え
合
え
る
関
係
が
で
き
る
こ
と

問
六 　

︱
︱
︱
線
部
⑤
「
子
ど
も
た
ち
～
話
し
あ
え
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
に
は
、「
お
じ
い
ち
ゃ
ん
」
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
表
れ
て
い
ま
す
か
。

次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

ア　

子
育
て
に
は
苦
労
が
つ
き
も
の
な
の
で
、
自
分
た
ち
の
よ
う
な
年
寄
り
の
知ち

恵え

に
も
耳
を
傾か
た
むけ

て
ほ
し
い
と
た
し
な
め
る
気
持
ち

　

イ　

ま
ず
親
ど
う
し
が
子
育
て
の
な
や
み
を
話
し
合
う
こ
と
で
、
ぎ
く
し
ゃ
く
し
た
家
庭
内
の
雰ふ
ん
い
き

囲
気
が
変
わ
る
と
期
待
す
る
気
持
ち

　

ウ　

子
ど
も
と
向
き
合
い
な
が
ら
、
親
ど
う
し
も
話
し
合
い
を
重
ね
て
、
よ
り
良
い
家
族
関
係
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
励は
げ

ま
す
気
持
ち

Ａ

Ｂ
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エ　

家
族
関
係
は
子
ど
も
の
成
長
と
共
に
変
化
し
て
い
く
の
で
、
親
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
問
題
は
解
決
し
な
い
と
反
省
を
求
め
る
気
持
ち

問
七 　

︱
︱
︱
線
部
⑥
「
お
ま
え
～
困
る
な
あ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
言
葉
に
は
「
お
父
さ
ん
」
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
表
れ
て
い
ま
す
か
。
次
の
ア
～

エ
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

ア　

燈
子
た
ち
と
暮
ら
す
う
ち
に
、
娘
た
ち
が
人
間
関
係
に
つ
い
て
深
く
考
え
る
よ
う
に
な
る
と
予
感
し
て
い
る

　

イ　

燈
子
の
気
ま
ま
な
性
格
に
よ
っ
て
、
二
人
の
娘
が
さ
ら
に
わ
が
ま
ま
に
な
る
こ
と
を
恐お
そ

れ
て
い
る

　

ウ　

燈
子
と
の
関
わ
り
を
通
し
て
、
二
人
の
娘
に
良
い
変
化
が
起
こ
る
こ
と
を
ひ
そ
か
に
期
待
し
て
い
る

　

エ　

燈
子
た
ち
と
の
暮
ら
し
が
気
に
入
っ
て
、
娘
た
ち
が
家
に
戻
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る

問
八 　

︱
︱
︱
線
部
⑦
「
な
ん
か
、
ほ
っ
と
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
千
弦
」
が
こ
の
よ
う
に
思
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
最
も
適

当
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

ア　

父
は
妹
の
こ
と
ば
か
り
気
に
か
け
て
お
り
、
自
分
に
は
関
心
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら

　

イ　

父
は
、
ピ
ア
ノ
の
こ
と
し
か
頭
に
な
い
自
分
と
母
を
見
放
し
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら

　

ウ　

自
分
が
ピ
ア
ノ
で
伸の

び
な
や
ん
で
い
る
こ
と
に
、
父
は
気
づ
い
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
た
か
ら

　

エ　

家
族
が
ぎ
こ
ち
な
い
雰
囲
気
に
な
っ
て
い
る
の
を
、
父
は
ピ
ア
ノ
の
せ
い
に
し
て
い
る
と
思
っ
た
か
ら

問
九　
　
　
　
　
　

 

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

ア　

う
ま
く
い
く
か
な　
　
　
　
　
　
　

イ　

こ
ん
な
は
ず
じ
ゃ
な
か
っ
た

　

ウ　

そ
ん
な
こ
と
な
い
よ　
　
　
　
　
　

エ　

こ
れ
か
ら
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う

Ｃ
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問
十 　

︱
︱
︱
線
部
⑧
「
千
弦
も
～
だ
ろ
う
か
…
…
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の
「
響
音
」
の
気
持
ち
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。
次
の
ア
～
エ
の
中
か

ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

ア 　

家
で
暮
ら
し
て
い
た
時
と
違ち
が

っ
て
祖
父
母
の
家
で
多
く
の
人
と
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
で
、「
千
弦
」
は
気
持
ち
が
ほ
ぐ
れ
、
ピ
ア
ノ
の
演
奏
に
耳
を
傾

け
て
く
れ
る
人
々
に
感
謝
す
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う

　

イ 　

心
の
重
荷
に
な
っ
て
い
た
ピ
ア
ノ
や
母
と
の
関
係
か
ら
離は
な

れ
て
祖
父
母
の
家
で
過
ご
す
こ
と
で
、「
千
弦
」
は
自
分
や
周
囲
を
見
つ
め
直
し
、
も
う
一

度
ピ
ア
ノ
を
楽
し
む
心
を
取
り
も
ど
す
の
で
は
な
い
か

　

ウ 　

祖
父
母
の
家
で
暮
ら
す
中
で
心
を
こ
め
て
家
事
に
取
り
組
む
こ
と
を
学
び
、「
千
弦
」
は
そ
れ
ま
で
の
自
分
の
甘あ
ま

さ
に
気
づ
き
、
今
ま
で
よ
り
積
極
的

に
ピ
ア
ノ
に
励
む
よ
う
に
な
る
に
ち
が
い
な
い

　

エ 　

家
に
い
た
時
の
よ
う
な
ピ
ア
ノ
中
心
の
生
活
か
ら
離
れ
て
祖
父
母
の
家
で
過
ご
す
こ
と
に
よ
っ
て
、「
千
弦
」
は
自
分
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
失
い
、
ま
す

ま
す
立
ち
直
れ
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い

　
　

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

１　

風
景
を
再
現
す
る

　

①
俳
句
と
短
歌
は
よ
く
似
た
短
詩
形
の
文
学
で
す
が
、
二
つ
の
間
に
は
か
な
り
大
き
な
差
が
あ
り
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
短
歌
は
五
七
五
七
七
の

三
十
一
音
、俳
句
は
五
七
五
の
十
七
音
で
す
。
こ
の
音
数
の
差
は
決
定
的
で
、短
歌
は
そ
の
中
で
喜
び
や
悲
し
み
を
直
接
言
葉
に
す
る
余よ
ゆ
う裕

が
あ
る
の
に
対
し
て
、

俳
句
に
は
そ
の
ゆ
と
り
が
な
い
の
で
す
。
こ
れ
を
た
と
え
て
、
短
歌
は
音
楽
に
近
く
、
俳
句
は
写
真
や
絵
画
に
近
い
と
い
う
人
も
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
俳
句
は

十
七
音
で
風
景
を
切
り
取
っ
た
文
学
で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

そ
う
は
言
っ
て
も
、
た
っ
た
十
七
音
で
風
景
を
描え
が

く
の
で
す
か
ら
、
事
細
か
に
描び
ょ
う
し
ゃ写す
る
こ
と
な
ど
と
う
て
い
で
き
ま
せ
ん
。
当
然
の
よ
う
に
、
省
し
ょ
う
り
ゃ
く
略
が
必

要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
こ
の
省
略
を
頭
の
中
で
補
っ
て
、
描
か
れ
た
風
景
を
脳の
う
り裏
に
再
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
。
こ
れ
が
俳
句
の
②
鑑か

ん
し
ょ
う

賞
の
第
一
歩

で
あ
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

　

早さ
っ

速そ
く

、
次
の
句
を
例
に
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

二
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絶
え
ず
人
い
こ
ふ
夏
野
の
石
一
つ　
　

正ま
さ

岡お
か

子し

き規

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
子
規
句
集
』

　

季
語
（
＝
季
節
を
表
す
言
葉
）
は
「
夏
野
」、
夏
の
ひ
ら
け
た
野
原
を
思
っ
て
く
だ
さ
い
。
旧
か
な
遣づ
か

い
で
書
か
れ
て
い
る
「
い
こ
ふ
」
は
漢
字
で
書
け
ば

「
憩い
こ

う
」
で
、「
休き
ゅ
う
け
い憩す
る
」
の
意
味
の
動
詞
で
す
。
も
う
一
つ
、
俳
句
の
基
本
的
な
用
語
を
説
明
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
俳
句
の
五
七
五
を
三
分ぶ
ん

割か
つ

し
た
と
き
、

こ
の
句
の
場
合
、
最
初
の
「
絶
え
ず
人
」
の
部
分
を
上か
み
ご五

、
次
の
「
い
こ
ふ
夏
野
の
」
を
中な
か
し
ち七

、
最
後
の
「
石
一
つ
」
を
下し
も
ご五

と
言
い
ま
す
。

　

さ
あ
、
こ
の
句
は
ど
ん
な
風
景
を
詠よ

ん
だ
も
の
か
、
頭
の
中
で
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。
中
学
生
に
授
業
で
こ
の
句
を
鑑か
ん
し
ょ
う賞さ
せ
て
み
る
と
、
だ
い
た
い

次
の
二
つ
の
読
み
が
出
て
き
ま
す
。

　

Ａ
、
夏
野
に
は
絶
え
ず
大
勢
の
人
が
休
ん
で
い
る
。
そ
の
夏
野
に
一
つ
の
石
が
落
ち
て
い
る
。

　

Ｂ
、
夏
野
に
沿
っ
た
道
に
大
き
な
石
が
一
つ
あ
る
。
そ
の
石
に
旅
人
が
絶
え
ず
入
れ
替か

わ
り
休
ん
で
い
る
。

　

皆み
な

さ
ん
は
、ど
ち
ら
の
読
み
を
し
ま
し
た
か
。
文
法
的
に
、中
七
の
「
い
こ
ふ
」
が
直
後
の
「
夏
野
」
を
修
し
ゅ
う
し
ょ
く

飾
し
て
い
る
と
考
え
れ
ば
Ａ
の
読
み
、下
五
の
「
石

一
つ
」
に
掛か

か
る
と
考
え
れ
ば
Ｂ
の
読
み
に
な
り
ま
す
。
文
法
的
に
は
ど
ち
ら
も
間ま
ち
が違
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
れ
だ
け
で
は
Ａ
・
Ｂ
ど
ち
ら
か
に
決
め

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

問
題
は
、
ど
ち
ら
の
読
み
が
こ
の
句
の
鑑
賞
と
し
て
よ
り
面お
も

白し
ろ

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
作
者
が
ど
こ
に
い
て
ど
ん
な
視
点
で
こ
の
句
を
詠
ん
で
い
る
の
か

を
想
像
し
て
み
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
Ａ
の
読
み
だ
と
す
る
と
、
こ
の
石
は
さ
ほ
ど
大
き
な
石
で
な
く
て
も
よ
い
わ
け
で
す
か
ら
、
作
者
自
身
が
夏
野
の
中
に

休
ん
で
い
て
、
そ
の
す
ぐ
脇わ
き

に
一
つ
の
石
を
発
見
し
た
と
い
う
風
景
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
Ｂ
の
読
み
だ
と
す
る
と
、
作
者
は
少
し
離
れ
た
と
こ
ろ
か
ら
夏
野

道
に
置
か
れ
た
大
き
な
石
を
見
て
い
る
構
図
に
な
る
で
し
ょ
う
。 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

と
い
う
風
景
で
す
。

　

ど
ち
ら
の
方
が
、
こ
の
句
の
鑑
賞
と
し
て
面
白
い
か
と
言
え
ば
、
明
ら
か
に 　
　
　

 

の
読
み
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
石
一
つ
」

と
い
う
下
五
に
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。　
　
　

 

の
発
見
を
詠
む
な
ら
ば
、「
絶
え
ず
人
い
こ
ふ
夏
野
に
石
一
つ
」
と
助
詞
を
変
え
た
方
が
意

味
が
は
っ
き
り
し
ま
す
し
、
そ
も
そ
も
発
見
し
た
も
の
が
「
石
」
で
あ
る
必
然
性
が
感
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
一
方
、　
　
　

 

の
読
み
は
、
多
く
の
旅
人
を
休
ま
せ

て
見
送
っ
て
き
た
夏
野
の
石
の
存
在
に
③
主
眼
を
置
い
た
鑑
賞
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
最
後
の
「
一
つ
」
と
い
う
数
詞
も
利き

い
て
く
る

こ
と
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。

　

俳
句
鑑
賞
の
第
一
歩
は
、
こ
の
よ
う
に
句
に
描
か
れ
た
風
景
を
脳
裏
に
思お
も

い
浮う

か
べ
て
み
る
こ
と
に
あ
り
ま
す
。　
　
　

 

の
読
み
を
し
て
し
ま
っ
た
人
も
、

１
ア

イ

ア
イ
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こ
こ
で
が
っ
か
り
す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
多
く
の
句
に
触ふ

れ
る
中
で
、
自
然
と
風
景
が
再
現
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
き
ま
す
の
で
、
安
心
し

て
く
だ
さ
い
。

２　

切
字
の
使
い
方
を
理
解
す
る

　

俳
句
の
用
語
で
「
切き
れ
じ字
」
と
い
う
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
の
あ
る
人
は
多
い
で
し
ょ
う
。
切
字
と
な
る
言
葉
は
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
す
が
、
中
で
も
三
大
切
字

と
言
っ
て
よ
い
の
が
「
や
」「
か
な
」「
け
り
」
で
す
。
こ
の
三
つ
の
切
字
の
使
い
方
に
つ
い
て
、
順
に
説
明
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
（
１
）「
や
」
は
文
字
通
り
そ
こ
で
切
れ
る

　
　

啄き
つ
つ
き

木
鳥
や
落
葉
を
い
そ
ぐ
牧ま
き

の
木
　々
　

水
原
秋し
ゅ
う
お
う
し

櫻
子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
葛か
つ

飾し
か

』

　

こ
の
句
の
季
語
は
上
五
の
「
啄
木
鳥
」
で
す
。
高
い
木
の
上
で
木
を
つ
つ
く
こ
の
鳥
は
、
秋
の
季
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
句
で
は
、「
啄
木
鳥
」
と
い

う
四
音
の
季
語
の
下
に
切
字
「
や
」
が
つ
い
て
、
こ
こ
で
意
味
的
に
切
れ
る
構
造
に
な
っ
て
い
ま
す
。
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
は
、

　
　

啄
木
鳥
や
／
落
葉
を
い
そ
ぐ
牧
の
木
々

と
い
う
感
じ
で
、中
七
・
下
五
は
啄
木
鳥
と
は
別
の
情
報
で
す
。「
牧
」と
は
牧
場
の
こ
と
で
す
。晩
秋
の
牧
場
で
は
辺
り
に
啄
木
鳥
の
木
を
つ
つ
く
音
が
響ひ
び

く
中
、

木
々
が
ど
ん
ど
ん
と
葉
を
落
と
し
て
ゆ
く
、
そ
ん
な
情
景
を
詠
ん
だ
句
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
や
」
と
い
う
切
字
は
そ
の
名
の
通
り
、
そ
こ
で
意
味
的
に
切
れ
る
こ
と
を
表
す
切
字
な
の
で
す
。
短
い
俳
句
の
中
に
、
④
二
つ
の
情
報
を

効
率
よ
く
詠
み
込こ

む
た
め
に
、「
や
」
と
い
う
切
字
は
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
こ
の
句
の
よ
う
に
二
つ
の
情
報
を
詠
み
込
ん
だ
句
の
こ
と
を
、

俳
句
で
は
「
取
り
合
わ
せ
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。
上
五
に
「
や
」
を
用
い
た
こ
の
句
は
、
典
型
的
な
取
り
合
わ
せ
の
句
だ
と
言
え
ま
す
。

　

で
は
、
も
う
少
し
深
く
こ
の
句
を
鑑
賞
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
句
は
、
ど
ん
な
も
の
と
ど
ん
な
も
の
の
取
り
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
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皆
さ
ん
が
啄
木
鳥
の
存
在
に
気
付
く
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
は
木
を
つ
つ
く
ド
ラ
ミ
ン
グ
の
音
で
認に
ん

識し
き

す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
つ
ま
り
、
上
五

の
「
啄
木
鳥
や
」
は 　
　
　

 

的
な
情
報
と
言
え
ま
す
。
一
方
、
中
七
・
下
五
の
落
葉
は
目
で
見
る
も
の
、
つ
ま
り
は 　
　
　

 

的
な
情
報
で
す
。
こ
の
句
は
、

　
　
　

 
と 　
　
　

 

を
取
り
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
晩
秋
の
牧
場
の
風
景
を
よ
り
リ
ア
ル
に
描
い
て
い
る
の
で
す
。

　
「
や
」
を
用
い
る
場
所
も
さ
ま
ざ
ま
で
す
。
例
え
ば
、
次
の
句
は
教
科
書
に
も
よ
く
引
か
れ
て
い
る
句
で
す
か
ら
、
知
っ
て
い
る
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。

　
　

万ば
ん
り
ょ
く緑の

中
や
吾あ

こ子
の
歯
生
え
初そ

む
る　
　

中
村
草く
さ
た
お

田
男

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
火
の
島
』

　

季
語
は
「
万
緑
」、
木
々
が
緑
に
生
い
茂し
げ

っ
た
様
を
言
う
夏
の
季
語
で
す
。
こ
の
句
で
は
、「
や
」
が
中
七
の
途と
ち
ゅ
う中

に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
切
れ

方
を
中
間
切
れ
と
言
っ
て
、

　
　

万
緑
の
中
や
／
吾
子
の
歯
生
え
初
む
る

の
よ
う
に
切
れ
て
い
ま
す
。

　

中
七
の
「
吾
子
」
と
は
「
我わ

が
子
」
の
意
味
で
す
。
よ
う
や
く
歯
が
生
え
始
め
た
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
ま
だ
幼
い
赤
ん
坊ぼ
う

を
詠
ん
で
い
ま
す
。
で
は
、
こ

の
句
は
⑤
ど
ん
な
も
の
と
ど
ん
な
も
の
の
取
り
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　

前
半
の
季
語
「
万
緑
」
は
言
わ
ば
自
然
の
豊
か
な
生
命
力
を
象
し
ょ
う
ち
ょ
う
徴
し
て
い
る
季
語
で
す
。
一
方
、
後
半
の
幼
な
子
の
歯
が
生
え
始
め
た
と
い
う
内
容
は
人
間

の
子
ど
も
の
旺お
う
せ
い盛

な
生
命
力
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
両
者
を
つ
な
ぐ
テ
ー
マ
は
「
生
命
力
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
自
然
の
生
命
力
と
、
赤

ん
坊
の
生
き
る
力
と
が
互た
が

い
に
呼
応
し
合
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
、
こ
の
句
の
最
大
の
魅み
り
ょ
く力
だ
と
言
え
ま
す
。

　
「
や
」
と
い
う
切
字
の
使
い
方
を
理
解
し
て
お
く
だ
け
で
、
俳
句
の
鑑
賞
は
ず
い
ぶ
ん
簡
単
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。「
取
り
合
わ
せ
」
と
い

う
用
語
は
、
こ
の
後
も
出
て
き
ま
す
の
で
、
覚
え
て
お
い
て
く
だ
さ
い
。

Ｘ

Ｙ

Ｘ

Ｙ
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（
２
）「
か
な
」「
け
り
」
は
感
動
を
表
す

　

次
に
、
切
字
「
か
な
」
を
用
い
た
句
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
　

金こ
が
ね
む
し

亀
子
擲な
げ
うつ

闇や
み

の
深
さ
か
な　
　

高た
か

浜は
ま

虚き
ょ
し子

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『
虚
子
全
集
』

　

こ
の
句
の
季
語
は
「
金
亀
子
」、
か
な
ぶ
ん
の
仲
間
で
夏
の
季
語
で
す
。
そ
の
下
の
「
擲
つ
」
と
い
う
動
詞
は
、
強
く
投
げ
る
と
い
う
意
味
で
す
。
ま
ず
は
、

こ
の
句
が
ど
の
よ
う
な
場
面
を
詠
ん
だ
も
の
か
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

ヒ
ン
ト
は
「
金
亀
子
」
と
い
う
昆こ
ん
ち
ゅ
う虫の

習
性
に
あ
り
ま
す
。
こ
が
ね
む
し
、
か
な
ぶ
ん
な
ど
の
甲こ
う
ち
ゅ
う虫は

、
夜
に
な
る
と
灯あ
か

り
を
目
が
け
て
飛
ん
で
き
ま
す
。

現
代
の
都
会
で
は
ち
ょ
っ
と
考
え
ら
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
昔
は
エ
ア
コ
ン
な
ど
も
な
く
窓
を
開
け
放
っ
て
い
ま
し
た
か
ら
、
家
の
中
に
こ
が
ね
む
し

が
飛
び
込
ん
で
き
て
し
ま
っ
た
の
で
し
ょ
う
。
作
者
は
そ
れ
を
捕つ
か

ま
え
て
、
窓
の
外
へ
強
く
放
り
投
げ
た
（
＝
擲
っ
た
）
の
で
す
。
さ
あ
、
⑥
そ
の
後
こ
の
こ

が
ね
む
し
は
ど
う
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
。

　

そ
れ
を
考
え
る
上
で
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
が
、
後
半
の
「
闇
の
深
さ
か
な
」
と
い
う
部
分
で
す
。
も
し
、
放
り
投
げ
た
こ
が
ね
む
し
が
隣と
な
りの

家
の
壁か
べ

に
あ
た
っ

て
鈍に
ぶ

い
音
を
立
て
た
り
し
た
ら
、「
闇
の
深
さ
」
と
い
う
把は
あ
く握

に
は
な
ら
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
こ
が
ね
む
し
は 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
で
気
付
い
た
夏
の
夜
の
「
闇
の
深
さ
」
が
、
こ
の
句
に
お
け
る
作
者
の
感
動
の
中
心
な
の
で
す
。
そ
れ
を
表
し
て
い
る
の
が
、

句
末
に
置
か
れ
た
「
か
な
」
と
い
う
切
字
の
働
き
で
す
。

　

つ
ま
り
「
か
な
」
と
い
う
切
字
の
働
き
は
、「
や
」
の
よ
う
に
そ
こ
で
意
味
が
切
れ
る
こ
と
を
表
す
の
で
は
な
く
、「
か
な
」
の
使
わ
れ
て
い
る
箇か
し
ょ所
が
一
句

の
感
動
の
中
心
で
あ
る
こ
と
を
表
す
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
ま
た
、「
や
」
を
使
っ
て
切
っ
た
句
の
多
く
は
「
取
り
合
わ
せ
」
の
句
に
な
り
ま
す
が
、
虚
子
の
こ

の
句
は
取
り
合
わ
せ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
上
五
か
ら
下
五
ま
で
が
一
つ
の
フ
レ
ー
ズ
に
な
っ
て
い
て
、「
金
亀
子
」
の
こ
と
だ
け
を
詠
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
よ

う
に
、
季
語
の
こ
と
だ
け
を
詠
ん
だ
句
の
こ
と
を
「
一い
ち
ぶ
つ物
仕
立
て
」
と
言
い
ま
す
。
す
べ
て
の
俳
句
は
、「
取
り
合
わ
せ
」
か
「
一
物
仕
立
て
」
の
ど
ち
ら
か

だ
と
考
え
て
差さ

し
支つ
か

え
あ
り
ま
せ
ん
。 

（
佐
藤
郁
良
『
俳
句
を
楽
し
む
』）

２
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問
一 　

︱
︱
︱
線
部
①
「
俳
句
と
短
歌
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も
の
を
表
現
す
る
の
で
す
か
。
本
文
の
言
葉
を
用
い
て
三
十
字
以
内
で
書

き
な
さ
い
。

問
二　

︱
︱
︱
線
部
②
「
鑑
賞
」、
③
「
主
眼
を
置
い
た
」
の
こ
こ
で
の
意
味
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 

ア　

感
心
し
ほ
め
る
こ
と 

 

ア　

最
も
大
事
だ
と
考
え
る

　

②
「
鑑
賞
」 
イ　

眺な
が

め
て
楽
し
む
こ
と 

③
「
主
眼
を
置
い
た
」 

イ　

最
初
に
と
り
か
か
る

 
ウ　

理
解
し
味
わ
う
こ
と 

 

ウ　

気
持
ち
を
推
測
す
る

 

エ　

想
像
し
補
う
こ
と 

 

エ　

疑
問
を
投
げ
か
け
る

問
三　
　
　
　
　
　

 

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
は
何
で
す
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

ア　

大
き
な
石
が
旅
人
を
休
ま
せ
て
い
る
こ
と
に
感
心
し
な
が
ら
そ
の
石
の
側
を
通
り
過
ぎ
て
い
っ
た

　

イ　

旅
人
た
ち
が
我
先
に
と
石
に
腰こ
し

か
け
よ
う
と
し
て
い
る
姿
を
ほ
ほ
え
ま
し
く
眺な
が

め
て
い
る

　

ウ　

旅
人
た
ち
を
休
ま
せ
て
い
る
も
の
が
何
な
の
か
見み
き
わ極

め
よ
う
と
近
づ
い
て
い
っ
た

　

エ　

そ
の
石
に
腰
か
け
て
休
ん
で
は
旅
立
っ
て
ゆ
く
旅
人
た
ち
を
遠
く
眺
め
て
い
る

問
四　

 　
　
　

 

、 　
　
　

 

に
は
、
文
中
の
Ａ
・
Ｂ
の
い
ず
れ
か
の
読
み
が
入
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
ど
ち
ら
が
入
る
か
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

問
五　

︱
︱
︱
線
部
④
「
二
つ
の
情
報
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
「
啄
木
鳥
や
～
木
々
」
の
句
の
中
の
「
二
つ
の
情
報
」
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
ア
～
エ

　
　

の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

ア　

落
葉
と
秋　
　
　

イ　

牧
場
と
啄
木
鳥　
　
　

ウ　

啄
木
鳥
と
落
葉　
　
　

エ　

秋
と
啄
木
鳥

問
六　
　
　
　

 

、 　
　
　

 

に
当
て
は
ま
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　

ア　

Ｘ　

生
物　
　

Ｙ　

植
物　
　
　

イ　

Ｘ　

聴ち
ょ
う
か
く覚　

　

Ｙ　

視
覚　
　

　

ウ　

Ｘ　

動　
　
　

Ｙ　

静　
　
　
　

エ　

Ｘ　

理
論　
　

Ｙ　

感
覚

問
七 　

︱
︱
︱
線
部
⑤「
ど
ん
な
～
で
し
ょ
う
か
」と
あ
り
ま
す
が
、こ
の
句
の
中
に
取
り
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
も
の
を
本
文
中
か
ら
二
十
字
以
内
で
抜ぬ

き
出
し
、

最
初
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。
な
お
、
句
読
点
や
記
号
な
ど
も
一
字
に
数
え
ま
す
。

問
八 　

︱
︱
︱
線
部
⑥
「
そ
の
後
こ
の
こ
が
ね
む
し
は
ど
う
な
っ
た
で
し
ょ
う
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
に
対
し
て
の
筆
者
の
答
え
は 　
　
　
　
　

 

に
入

り
ま
す
。
こ
こ
に
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
る
内
容
を
、
本
文
に
沿
っ
て
三
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

１
ア

イ

Ｘ

Ｙ

２
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次
の
①
～
⑥
の 

︱
︱
︱
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

　

①　

砂
糖
を
セ
イ
セ
イ
す
る　
　
　
　
　
　

②　

リ
ュ
ウ
ヒ
ョ
ウ
に
乗
る
白し
ろ
く
ま熊　
　
　
　

③　

他
国
と
コ
ウ
エ
キ
す
る　

　

④　

会
場
を
セ
ツ
エ
イ
す
る　
　
　
　
　
　

⑤　

登
山
の
ソ
ウ
ビ
を
整
え
る　
　
　
　
　

⑥　

山
の
イ
タ
ダ
キ

三
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