
  　

 　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
（一）
〜
（七）
の
問
い
に
答
え
よ
。

　

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ
と
い
う
順
序
で
現
実
に
起
っ
た
も
の
が
、
観
念
化
さ
れ
、
イ
メ
ジ
に
①
抽
象
さ
れ
る
と
、
こ
の
縦
の
時
間

的
関
係
が
、
横
の
い
わ
ば
平
面
的
な
関
係
に
お
き
か
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
②
元
来
も
っ
て
い
た
相
互
の
時
間
的
順
序

を
失
っ
て
、
断
片
と
し
て
観
念
の
世
界
に
蓄
積
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
経
験
が
最
終
的
に
は
、
こ
の
よ
う
な
イ
メ
ジ
に
解

体
さ
れ
て
沈
澱
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ふ
り
か
え
っ
て
み
た
人
生
は
、
夢
の
よ
う
な
超
時
間
の
世
界
の
中
に
沈
ん
で
行

く
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
生
は
夢
の
よ
う
に
た
だ
よ
う
イ
メ
ジ
の
断
片
か
ら
成
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
の

べ
た
詩
人
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

　

作
者
の
書
い
た
文
章
を
読
者
が
読
む
。
作
者
が
描
こ
う
と
す
る
観
念
世
界
を
通
っ
た
事
物
は
、
も
と
も
と
の
自
然
時

間
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
作
者
の
人
間
的
時
間
に
も
忠
実
で
あ
る
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
そ
れ
を
表
現
す
る
の
に
、

言
語
は
一
線
的
展
開
し
か
許
さ
な
い
。

③

が
で
き
な
い
。

　

「
犬
が
猫
に
か
み
つ
い
た
」
と
い
う
一
瞬
の
こ
と
を
言
い
あ
ら
わ
す
の
に
、
こ
れ
を
同
時
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
て
、
は
じ
め
の
よ
う
に
表
現
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
こ
れ
を
、
犬
が
先
ず
い
て
、
そ
こ
へ
猫
が
あ
ら
わ
れ
て
、
犬
が

そ
の
猫
に
か
み
つ
い
た
と
い
う
三
つ
の
こ
と
が
、
こ
の
順
に
起
っ
た
と
読
者
が
考
え
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
語
順
は
か
な
ら
ず
し
も
時
間
順
序
を
規
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
三
つ
の
こ
と
を
同
時
に
表
現
し
た
い
の

だ
が
、
言
語
で
は
こ
れ
を
一
線
上
に
言
い
あ
ら
わ
す
ほ
か
に
手
が
な
い
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
読
者
は
「
犬
が
」「
猫
に
」「
か
み
つ
い
た
」
の
順
に
、
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
い
う
時
間
的
順
序
に

お
い
て
、
こ
れ
を
読
み
と
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
知
覚
は
た
だ
ち
に
観
念
の
倉
庫
の
中
へ
送
り
こ
ま
れ

て
、
過
去
に
得
た
同
種
の
情
報
と
照
合
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
解
釈
、
理
解
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
読
み
と
ら
れ
た

も
の
は
三
つ
の
部
分
が
こ
の
順
に
な
ら
ん
で
い
る
が
、
実
は
一
つ
の
、
一
瞬
の
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
論
理

的
判
断
が
、
三
つ
の
も
の
の
順
次
発
生
で
あ
っ
た
と
い
う
視
覚
的
な
知
覚
を
修
正
す
る
わ
け
で
あ
る
。
読
者
が
生
理
的

に
実
感
す
る
時
間
は
、「
犬
が
猫
に
か
み
つ
い
た
」
を
読
む
の
に
要
す
る
時
間
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
論
理
的
時
間
と
合

致
し
な
い
。
表
現
の
時
間
は
こ
の
読
者
の
実
感
す
る
時
間
な
の
か
、
表
現
の
包
含
す
る
論
理
的
観
念
時
間
な
の
か
、
に

わ
か
に
決
し
が
た
い
が
、
読
者
が
視
覚
上
の
実
感
を
論
理
で
修
正
し
て
了
解
す
る
も
の
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
妥
当

で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
作
者
と
読
者
と
が
そ
れ
ぞ
れ
の
観
念
の
世
界
に
お
い
て
全
く
同
一
の
④
モ
ク
ロ
ク
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
、
作
者
の
イ
メ
ジ
が
そ
の
ま
ま
の
順
序
で
再
構
成
さ
れ
る
保
証
は
ど
こ
に
も
な
い
。
そ
の
結

果
と
し
て
、
作
者
の
意
企
し
た
現
実
と
は
ち
が
っ
た
世
界
を
読
者
が
想
像
す
る
こ
と
は
つ
ね
に
起
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

作
者
の
世
界
が
表
現
を
通
じ
て
読
者
に
伝
え
ら
れ
る
と
、
ど
の
く
ら
い
の
変
化
を
受
け
る
か
と
い
う
問
題
は
、
あ
る

種
の
文
学
批
評
な
ど
に
よ
っ
て
見
当
を
つ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
は
な
い
が
、
多
く
は
読
者
の
⑤
心
奥
の
秘
密
の
ま

ま
で
終
る
。
そ
の
変
貌
の
傾
向
を
個
々
の
読
者
に
つ
い
て
知
る
に
は
、そ
の
読
者
が
夢
で
現
実
を
ど
の
よ
う
に（　

⑥　

）

し
て
い
る
か
、
時
間
的
関
係
を
ど
の
よ
う
に
超
時
間
的
な
も
の
に
し
て
い
る
か
、
別
々
の
も
の
の
部
分
を
い
か
に
し
て

連
合
結
合
さ
せ
て
い
る
か
、
な
ど
を
調
べ
る
こ
と
が
有
効
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
精
神
分
析
が
参

考
に
な
る
。

　

と
に
か
く
、
観
念
の
世
界
は
超
時
間
的
で
あ
る
。
そ
れ
を
写
し
た
表
現
に
も
時
間
の
再
現
は
な
い
。
読
者
が
そ
れ
を

読
ん
で
は
じ
め
て
時
間
が
発
生
す
る
。
し
か
し
、
読
ん
で
し
ま
っ
た
あ
と
、
印
象
と
な
り
、
イ
メ
ジ
と
な
っ
て
、
観
念

一
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著
作
権
保
護
の
観
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り
、
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文
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掲
載
い
た
し
ま
せ
ん
。



の
世
界
に
定
着
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、再
び
ま
た
超
時
間
的
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、人
間
の
思
考
、観
念
、

主
観
な
ど
に
と
っ
て
、
時
間
の
要
素
は
思
い
の
ほ
か
に
影
の
う
す
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
こ
と
ば

の
場
合
、
読
み
に
附
随
し
て
の
み
時
間
が
あ
ら
わ
れ
る
。
時
間
が
現
代
人
の
生
活
の
中
に
占
め
て
い
る
重
要
な
位
置
を

考
え
る
と
、
こ
れ
は
⑦
奇
異
に
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
も
の
ご
と
に
熱
中
、
没
頭
し
て
い
る
と
、
時
の
移
る
の
を
忘
れ
る
。
異
常
な
体
験
を
し
て
い
る
最
中
も
、

や
は
り
時
を
忘
れ
て
い
る
。
浦
島
伝
説
や
、
リ
ッ
プ
・
ヴ
ァ
ン
・
ウ
ィ
ン
ク
ル
の
物
語
は
、
そ
う
い
う
超
時
間
的
体
験

を
⑧
ケ
ッ
シ
ョ
ウ
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

物
語
の
中
な
ど
で
、
叙
述
の
高
潮
、
緊
張
し
た
部
分
へ
さ
し
か
か
る
と
、
そ
れ
ま
で
過
去
形
の
動
詞
を
用
い
て
い
た

も
の
が
、突
然
、現
在
形
の
動
詞
に
移
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
を
文
法
上
、歴
史
的
現
在
と
名
付
け
て
い
る
が
、

や
は
り
、
⑨
異
常
な
情
緒
が
描
写
を
超
時
間
的
に
し
、
時
制
を
忘
れ
さ
せ
、
そ
れ
が
過
去
の
テ
ン
ス
を
現
在
の
テ
ン
ス

へ
転
換
さ
せ
る
の
だ
と
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
遠
く
の
出
来
事
と
し
て
客
観
的
に
書
か
れ
て
い
る
間
は

過
去
形
で
の
べ
ら
れ
て
い
た
も
の
が
、
熱
が
こ
も
っ
て
来
て
、
話
者
が
話
の
中
に
没
頭
し
て
し
ま
う
と
、
自
ら
は
気
付

か
ず
に
、
超
時
間
的
現
在
形
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
超
時
間
的
現
在
形
は
、
過
去
形
と
か

未
来
形
に
対
比
さ
れ
る
べ
き
テ
ン
ス
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
タ
イ
ム
レ
ス
の
世
界
を
写
す
テ
ン
ス
で
あ
る
と
考
え
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

（
外
山
滋
比
古　
『
近
代
読
者
論
』
よ
り
）

　
　
　
　
〔
注
〕 

イ
メ
ジ 

… 

イ
メ
ー
ジ
、
心
象

 

リ
ッ
プ
・
ヴ
ァ
ン
・
ウ
ィ
ン
ク
ル
の
物
語

 

　
　
　

 

… 

十
九
世
紀
前
半
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
作
家
ワ
シ
ン
ト
ン
・
ア
ー
ヴ
ィ
ン
グ
の
作
品
集

『
ス
ケ
ッ
チ
・
ブ
ッ
ク
』
の
一
編
。
主
人
公
リ
ッ
プ
が
狩
り
に
出
て
山
中
で
眠
り
、

目
覚
め
た
ら
二
十
年
経
っ
て
い
た
と
い
う
話
。

 

テ
ン
ス 

… 

時
制

　

（一） 　

│
│
線
部
①
の
対
義
語
を
漢
字
で
答
え
よ
。

　

（二）　

│
│
線
部
②
、
④
、
⑤
、
⑧
の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
読
み
方
を
示
せ
。

　

（三）　

③

に
最
も
適
す
る
言
葉
を
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
　
　

ア　

二
つ
以
上
の
こ
と
を
順
に
表
現
す
る
こ
と

　
　
　
　

イ　

複
数
の
こ
と
を
相
対
的
に
比
較
す
る
こ
と

　
　
　
　

ウ　

多
角
的
な
視
点
か
ら
物
事
を
と
ら
え
る
こ
と

　
　
　
　

エ　

同
時
に
一
つ
以
上
の
こ
と
を
並
記
す
る
こ
と

　

（四）　

空
欄
⑥
に
最
も
適
す
る
語
を
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
　
　

ア　

ア
プ
ロ
ー
チ　
　
　

イ　

サ
ジ
ェ
ス
ト　
　
　

ウ　

リ
セ
ッ
ト　
　
　

エ　

デ
ィ
フ
ォ
ル
メ

　

（五） 　

│
│
線
部
⑦
と
あ
る
が
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
奇
異
に
感
じ
て
い
る
の
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
使
っ
て
、

六
十
字
以
上
七
十
五
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

　

（六）　

│
│
線
部
⑨
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ど
の
よ
う
な
心
理
状
態
を
さ
す
か
。
簡
潔
に
説
明
せ
よ
。
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出
典
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み
す
ず
書
房

 

１
０
５
ペ
ー
ジ
６
行
目
か
ら
１
０
８
ペ
ー
ジ
７
行
目
ま
で



　

（七） 　

本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
、
観
念
の
世
界
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。
空
欄
ａ
〜
ｅ
に
入
る
適
切
な
言
葉

を
そ
れ
ぞ
れ
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
、
答
え
よ
。

　
　
　
　

 　

観
念
の
世
界
は
超
時
間
的
で
あ
る
。
読
者
は
作
者
の
書
い
た
文
章
を
読
み
、
そ
の
（　
ａ　

）
か
ら
、

時
間
的
順
序
を
視
覚
的
に
（　

ｂ　

）
し
、
実
感
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
す
ぐ
に
過
去
の
同
種
の
情

報
と
（　
ｃ　

）
し
、
作
者
の
書
い
た
文
章
の
内
容
を
解
釈
、
理
解
す
る
。
つ
ま
り
、（　

ｄ　

）
が
視
覚

的
な
（　

ｂ　

）
を
修
正
す
る
こ
と
で
、
読
者
の
解
釈
が
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
ま

れ
た
時
間
は
、
読
者
が
作
者
の
書
い
た
文
章
を
読
ん
だ
後
、
再
び
（　
ｅ　

）
と
な
り
、
ま
た
超
時
間
的
に

な
る
の
で
あ
る
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
（一）
〜
（八）
の
問
い
に
答
え
よ
。

　

日
本
人
に
と
っ
て
、
旅
と
は
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

一
言
で
い
う
な
ら
、
旅
を
旅
す
る

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。
旅
を
旅
す
る
と
い
う
の
は
、
古
人
の
旅
を
旅
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、

む
か
し
の
人
の
旅
の
あ
と
を
た
ど
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
人
に
と
っ
て
旅
と
は
①
未テ

ラ
・
イ
ン
コ
グ
ニ
タ

知
の
世
界

を
探
索
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
既テ

ラ
･
コ
グ
ニ
タ

知
の
世
界
を
確
認
す
る
た
め
の
行
為
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　

む
ろ
ん
、
見
知
ら
ぬ
土
地
を
め
ざ
し
て
旅
を
②
試
み
た
旅
人
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
多
く
の
人
び

と
は
、
け
っ
し
て
そ
の
よ
う
な
冒
険
旅
行
を
欲
し
な
か
っ
た
。
そ
う
し
た
旅
を
仕
甲
斐
の
あ
る
旅
と
も
思
わ
な
か
っ
た
。

仕
甲
斐
の
あ
る
旅
と
は
古
人
が
た
ど
り
、
記
し
、
歌
に
の
こ
し
た
由
緒
の
あ
る
旅
で
あ
り
、
先
人
の
踏
ん
だ
道
を
自
分

も
ま
た
歩
い
て
み
た
い
と
い
う
の
が
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
旅
へ
の
誘
い
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
当
て
も
な
し
に
、

そ
れ
こ
そ
雲
を
つ
か
む
よ
う
な
旅
に
出
る
こ
と
は
、
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
だ
っ
た
。
そ
れ
ほ
ど
の
勇
気
は
日
本

人
に
は
な
か
っ
た
と
見
て
も
い
い
。
そ
れ
ほ
ど
の
③
無
分
別
は
日
本
人
の
性
に
合
わ
な
か
っ
た
と
考
え
て
も
い
い
。

　
（　

④　

）
日
本
の
旅
人
た
ち
は
「
行
方
も
し
れ
ぬ
」「
あ
て
ど
の
な
い
」
旅
を
口
に
し
て
は
い
る
。（　

⑤　

）
そ

れ
は
た
だ
そ
う
い
っ
て
い
る
だ
け
で
、
じ
つ
は
ち
ゃ
ん
と
し
た
目
的
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。（　

⑥　

）、
古
人
の
道
を

た
ど
る
と
い
う
目
的
が
。
歌
枕
を
訪
ね
る
と
い
う
目
的
が
。
日
本
の
代
表
的
な
旅
人
と
さ
れ
る
芭
蕉
も
ま
た
例
外
で
は

な
か
っ
た
。

「
予
も
い
づ
れ
の
年
よ
り
か
、
片
雲
の
風
に
さ
そ
は
れ
て
、
漂
白
の
思
ひ
や
ま
ず
」
と
彼
は
『
お
く
の
ほ
そ
道
』
の
冒

頭
に
書
い
て
い
る
。
そ
し
て
芭
蕉
は
み
ち
の
く

0

0

0

0

へ
と
旅
立
つ
の
で
あ
る
が
、彼
が
向
か
っ
た
の
は
け
っ
し
て〝
未
知
の
国

0

0

0

0

〞

で
は
な
か
っ
た
。
そ
こ
は
「
耳
に
ふ
れ
て
い
ま
だ
め
に
見
ぬ
さ
か
ひ
」
だ
っ
た
。
つ
ま
り
、
ま
だ
行
っ
た
こ
と
は
な
い

け
れ
ど
も
、
い
ろ
い
ろ
と
き
か
さ
れ
て
い
る
境
で
あ
り
、
彼
の
目
的
は
古
来
、
歌
に
う
た
わ
れ
て
い
る
白
川
の
関
を
春

霞
の
立
ち
こ
め
る
こ
ろ
越
え
た
い
、
松
島
の
月
を
こ
の
目
で
な
が
め
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
芭
蕉
の

心
の
内
に
は
、
白
河
の
関
も
、
松
島
の
月
も
、
す
で
に
美
し
い
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
⑦
ア
ザ
や
か
に
描
か
れ
て
い
た
に
ち

が
い
な
い
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
実
際
に
見
、
確
認
す
る
こ
と
が
芭
蕉
の
旅
の
動
機
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
目
的
で
も
あ
っ

た
の
だ
。

　

む
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
旅
で
あ
っ
て
も
、
旅
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
楽
で
は
な
か
っ
た
。「
若も
し

生
て
帰
ら

ば
と
定
な
き
頼
の
末
を
か
け
」
と
彼
が
記
し
て
い
る
の
は
、
ま
さ
し
く
実
感
で
あ
っ
た
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
に
し
て

も
彼
が
た
ど
ろ
う
と
し
た
道
は
、
す
で
に
古
人
、
先
人
が
歩
い
た
道
で
あ
る
。
行
く
先
々
に
は
彼
を
待
つ
人
が
お
り
、

⑧
案
内
者
に
も
事
欠
か
な
い
。
ま
っ
た
く
の
未
知
の
境
へ
足
を
踏
み
こ
む
の
と
は
事
情
が
ち
が
う
。
路
銀
は
心
細
か
っ

た
か
も
し
れ
ぬ
。四
十
六
歳
の
身
体
を
⑨
ハ
ゲ
ま
し
て
一
日
何
里
も
歩
き
つ
づ
け
る
こ
と
は
、か
な
り
不
安
だ
っ
た
ろ
う
。

そ
れ
で
も
彼
に
は
花
鳥
に
情
を
労
す
る
ゆ
と
り

0

0

0

が
あ
っ
た
。
そ
の
ゆ
と
り

0

0

0

の
上
に
芭
蕉
の
旅
は
成
り
立
っ
て
い
た
。
だ

か
ら
こ
そ
、
彼
は
⑩
幻
想
の
旅
を
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。

　

そ
う
、「
お
く
の
ほ
そ
道
」
は
、
あ
く
ま
で
イ
メ
ー
ジ
の
旅
で
あ
る
。
幻
想
行
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
芭
蕉
に
同

行
し
た
曾
良
の
日
記
と
く
い
ち
が
っ
て
い
る
の
は
と
う
ぜ
ん
と
い
っ
て
よ
い
。
ひ
た
す
ら
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
る
旅
人
に
、

ど
う
し
て
正
確
な
日
付
や
実
際
の
体
験
の
忠
実
な
報
告
が
必
要
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
も
の
は
案
内
記
に
ま
か
せ
て
お
け

ば
よ
い
。
彼
に
と
っ
て
旅
と
は
詩
想
を
触
発
す
る
た
め
の
手
段
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
芭
蕉
は
現
実
の
世
界
を
見
き
わ
め

る
た
め
に
旅
を
し
た
の
で
は
な
く
、
自
分
の
内
面
を
見
つ
め
る
た
め
に
、
そ
し
て
詩
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
育
て
る
た
め
に

み
ち
の
く

0

0

0

0

を
さ
ま
よ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
芭
蕉
の
み
な
ら
ず
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
理
想
的
な
旅
、

旅
の
手
本
な
の
だ
。

　

み
ち

0

0

に
は
い
ろ
い
ろ
な
み
ち

0

0

が
あ
る
。
中
国
人
は
そ
れ
を
「
道
」「
⑪
」「
⑫
」「
⑬
」
と
い
う
ふ
う
に
区
別
し
た
。「
道
」

と
は
人
の
歩
く
み
ち
、「
⑪
」
と
は
あ
る
目
的
地
ま
で
の
み
ち
、「
⑫
」
と
は
車
馬
の
往
来
す
る
広
い
み
ち
、「
⑬
」
は

狭
く
細
い
み
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
こ
れ
ら
を
た
だ
「
み
ち
」
と
い
う
一
語
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
が
、そ
の
「
み

ち
」と
は
、人
び
と
が
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
お
の
ず
か
ら
形
づ
く
ら
れ
た
み
ち
の
こ
と
で
あ
る
。
⑭
芭
蕉
が
歩
ん
だ
の
は
、

ま
さ
し
く
、
そ
の
よ
う
な
先
人
の
踏
み
か
た
め
た
道
で
あ
っ
た
。

（
森
本
哲
郎　
『
お
く
の
ほ
そ
道
行
』
よ
り
）

二
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著
作
権
保
護
の
観
点
に
よ
り
、
本
文
を
掲
載
い
た
し
ま
せ
ん
。

出
典
：『
お
く
の
ほ
そ
道
行
』
森
本
哲
郎
／
株
式
会
社
平
凡
社

 

１
０
ペ
ー
ジ
２
行
目
か
ら
１
１
ペ
ー
ジ
２
５
行
目
ま
で



　
　
　
　
〔
注
〕 

漂
白　
　

 

… 

漂
泊
に
同
じ
。

 

白
川
の
関 

… 

白
河
の
関
に
同
じ
。
古
代
の
奥
州
三
関
の
一
つ
。

　

（一）　

│
│
線
部
①
を
言
い
換
え
て
い
る
表
現
を
、
本
文
中
よ
り
一
語
で
抜
き
出
し
答
え
よ
。

　

（二）　

│
│
線
部
②
、
③
、
⑦
、
⑨
の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
読
み
方
を
示
せ
。

　

（三） 　

空
欄
④
、
⑤
、
⑥
に
最
も
適
す
る
語
を
、
次
の
ア
〜
オ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。
た
だ
し
、

そ
れ
ぞ
れ
の
記
号
の
使
用
は
一
回
の
み
と
す
る
。

　
　
　
　

ア　

す
な
わ
ち　
　
　

イ　

そ
し
て　
　
　

ウ　

た
し
か
に　
　
　

エ　

け
れ
ど
も　
　
　

オ　

ま
た

　

（四）　

│
│
線
部
⑧
の
本
文
中
で
の
意
味
と
し
て
適
す
る
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
　
　

ア　

案
内
者
が
い
な
く
て
困
る
こ
と
も
な
い　
　
　

イ　

案
内
者
に
関
し
て
何
も
不
満
な
点
は
な
い

　
　
　
　

ウ　

案
内
者
に
対
し
て
も
礼
節
を
失
わ
な
い　
　
　

エ　

案
内
者
に
も
迷
惑
を
掛
け
る
こ
と
は
な
い

　

（五） 　

│
│
線
部
⑩
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
幻
想
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
筆
者
は
述
べ
て
い
る
か
。
本
文
中

の
言
葉
を
使
っ
て
三
十
〜
四
十
字
で
説
明
せ
よ
。

　
　

　

（六） 　
「　

」
⑪
〜
⑬
に
最
も
適
す
る
漢
字
の
組
み
合
わ
せ
を
、
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
　
　

ア　

⑪
路
・
⑫
径
・
⑬
途　
　
　
　
　
　

イ　

⑪
途
・
⑫
径
・
⑬
路

　
　
　
　

ウ　

⑪
途
・
⑫
路
・
⑬
径　
　
　
　
　
　

エ　

⑪
径
・
⑫
路
・
⑬
途

　

（七） 　

│
│
線
部
⑭
に
つ
い
て
「
先
人
の
踏
み
か
た
め
た
道
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
芭
蕉
に
と
っ
て
具
体
的
に
は
ど
の

よ
う
な
こ
と
な
の
か
。
本
文
中
よ
り
二
十
〜
二
十
五
字
で
抜
き
出
し
、
最
初
と
最
後
の
五
字
ず
つ
を
答
え
よ
。

　

（八） 　

本
文
中
で
筆
者
は
、
芭
蕉
に
と
っ
て
の
理
想
的
な
旅
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
か
。

本
文
全
体
を
よ
く
読
ん
で
、
五
十
五
字
〜
七
十
字
程
度
で
的
確
に
説
明
せ
よ
。

─ 5 ─



  　
 　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
（一）
〜
（八）
の
問
い
に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
上
、「　

」
を
省
略
し
て
い
る
。

　
　
　

雪
の
う
ち
に
春
は
き
に
け
り
う
ぐ
ひ
す
の
こ
ほ
れ
る
涙
い
ま
や
と
く
ら
む 

…
…
… 

Ａ

 

〔
古
今　

春
上　

四　

二
条
后
高
子
、
六
帖　

六　

四
四
〇
五
〕

こ
の
歌
に
、
雪
の
う
ち
に
春
来
と
い
へ
る
事
、
お
ぼ
つ
か
な
し
。
ま
た
、
鶯
の
鳴
か
む
に
は
、
涙
や
は
あ
る
べ
き
と
、

う
た
が
は
れ
し
を
、
①
人
の
申
し
し
は
、
雪
の
う
ち
に
春
は
き
に
け
り
と
は
、
年
の
う
ち
に
と
い
へ
る
な
り
。
雪
は
春

降
る
物
な
れ
ど
、
む
ね
と
は
、
冬
あ
る
物
な
れ
ば
、
冬
と
い
は
む
と
て
、
雪
と
い
ふ
な
り
。
ふ
る
年
に
、
春
ａ
の
た
ち

け
る
年
、
詠
め
る
歌
な
り
。
年
の
う
ち
に
春
は
き
に
け
り
と
い
は
ば
、
こ
ぞ
と
や
い
は
む
と
い
へ
る
歌
に
似
た
れ
ば
、

②
あ
れ
に
た
が
へ
む
と
て
、
め
づ
ら
し
く
、
雪
の
う
ち
に
と
は
、
③
詠
ま
せ
給
ひ
け
る
に
や
。
鶯
の
涙
は
な
け
れ
ど
も
、

な
く
と
い
へ
る
こ
と
ば
に
ひ
か
れ
て
、
詠
む
な
り
。
雁
の
涙
や
野
べ
を
染
む
ら
む
と
い
ふ
も
、
涙
や
は
あ
る
べ
き
。
さ

れ
ど
、
な
く
と
い
ふ
に
つ
け
て
、
涙
と
詠
ま
む
に
、
咎
な
し
。
し
か
は
あ
れ
ど
、
鶯
の
鳴
く
は
、
囀
づ
る
な
り
。
な
く

に
は
あ
ら
ず
。
た
と
ひ
、
涙
あ
り
と
も
、
い
づ
く
に
と
ま
り
て
、
冬
は
凍
り
て
、
春
、
東
の
風
に
あ
た
り
て
、
解
く
べ

き
ぞ
と
。
歌
に
は
そ
ら
事
を
詠
む
、常
の
こ
と
な
れ
ど
、こ
れ
は
、さ
も
あ
り
げ
に
て
、お
ほ
へ
ぬ
そ
ら
事
ど
も
な
れ
ば
、

あ
や
し
と
も
い
ひ
つ
べ
け
れ
ど
、
歌
が
ら
の
④
め
で
た
け
れ
ば
、
⑤
古
今
に
入
り
て
、
お
そ
ろ
し
き
な
り
。
ま
た
、
こ
の

歌
は
、
古
今
に
入
ら
ば
、
春
の
は
じ
め
に
ぞ
入
る
べ
き
。
お
く
に
あ
る
、
う
た
が
ひ
あ
る
事
な
り
。
な
ほ
、
沙
汰
の
こ

り
た
る
歌
な
り
。

　
　
　

山
た
か
み
人
も
す
さ
め
ぬ
さ
く
ら
花
⑥
い
た
く
な
わ
び
そ
我
み
は
や
さ
む 

…
…
… 

Ｂ

 
〔
古
今　

春
上　

五
〇
〕

こ
の
歌
の
心
は
、
我
を
人
見
ず
と
て
、
花
ｂ
の
わ
び
た
る
様
に
詠
め
り
。
人
な
り
と
も
、
さ
や
は
あ
る
べ
き
。
ま
し
て
、

心
も
な
か
ら
む
花
の
、
人
見
ず
と
て
わ
び
む
も
、
⑦
あ
い
な
く
こ
そ
聞
ゆ
れ
。
さ
れ
ど
、
こ
れ
こ
そ
、
心
な
き
物
に
、

心
を
つ
け
、
物
い
は
ぬ
物
に
、
も
の
を
い
は
す
る
は
、
歌
の
常
の
な
ら
ひ
な
れ
ば
、
風
、
花
ｃ
の
あ
た
り
を
よ
き
て
吹

け
な
ど
い
ひ
、
や
よ
や
待
て
山
ほ
と
と
ぎ
す
こ
と
づ
て
む
な
ど
い
ふ
は
、
ま
さ
に
、
聞
く
べ
き
事
か
は
。
さ
れ
ど
、
歌

の
な
ら
ひ
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
に
て
、
心
を
得
る
に
、
な
ど
て
か
、
花
も
、
人
見
ず
と
て
恨
み
ざ
ら
む
。

（『
俊
頼
髄
脳
』
よ
り
）

　
　
　
　
〔
注
〕 

年
の
う
ち
に
春
は
き
に
け
り 

… 

陰
暦
で
、
新
年
を
迎
え
な
い
う
ち
に
立
春
に
な
る
こ
と
。

　

（一） 　
Ａ
・
Ｂ
の
和
歌
に
共
通
す
る
表
現
を
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
　
　

ア　

係
り
結
び　
　
　

イ　

体
言
止
め　
　
　

ウ　

掛
詞　
　
　

エ　

擬
人
法

　

（二） 　

│
│
線
部
①
と
あ
る
が
、
こ
の
「
人
」
が
話
し
た
内
容
は
、
│
│
線
部
①
直
後
の
「
雪
の
う
ち
に
」
か
ら
ど
の

部
分
ま
で
か
。
終
わ
り
の
五
文
字
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。

　

（三） 　

│
│
線
部
②
が
さ
す
内
容
を
本
文
中
か
ら
十
〜
十
五
字
で
抜
き
出
せ
。

　

（四） 　

│
│
線
部
③
中
の
「
せ
」、「
に
」
に
つ
い
て
、
解
答
欄
の
空
欄
に
適
切
な
語
を
記
入
し
、
文
法
的
に
説
明
せ
よ
。

　

（五） 　

│
│
線
部
④
、
⑥
、
⑦
を
口
語
訳
せ
よ
。

　

（六） 　

│
│
線
部
⑤
は
、『
古
今
和
歌
集
』
の
こ
と
で
あ
る
が
、『
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
で
あ
り
、『
土
佐
日
記
』
の

作
者
で
も
あ
る
人
物
名
を
答
え
よ
。

三
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（七） 　

‖
線
部
ａ
〜
ｃ
の
う
ち
、
文
法
的
な
意
味
が
異
な
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　

（八） 　

本
文
全
体
に
表
れ
て
い
る
筆
者
の
考
え
方
に
つ
い
て
、
和
歌
を
詠
む
技
法
に
触
れ
な
が
ら
七
十
字
程
度
で
説
明

せ
よ
。

─ 7 ─



  　
 　

次
の
文
章
は
、儒
学
者
で
あ
る
王
陽
明
の
弟
子
た
ち
が
師
の
手
紙
や
言
行
な
ど
を
ま
と
め
た
『
伝
習
録
』
の
中
で
、

弟
子
の
一
人
が
王
陽
明
に
読
書
に
つ
い
て
質
問
を
し
た
一
節
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
（一）
〜
（七）
の
問

い
に
答
え
よ
。

問
、
①
看　
書　
不　
能　
明
。
如　
何
。
先　
生　
曰
、
此　
只　
是　
在
二

　

義　
上
一

穿　
求
。
故　
不
レ

明
。
如
レ

此
、
　

②
不
レ

如
レ

爲
二

舊　
時　
學　
問
一
。
他　
到
二

看　
得　
多
一
、
解　
得　
去
。
只　
是　
他　
爲
レ

學
、
雖
二

極　
解　
得　
明　
曉
一
、

亦　
終　
身　
無
レ

得
。
③
須
下

於
二

心　
體　
上
一

用
上
レ
功
。
Ａ
凡　
明　
不
レ

得
、
行　
不
レ

去
、
須　
反　
在
二

自　
心　
上
一
體　
當
、

卽　
可
レ

通
。
Ｂ
蓋　
四　
書　
五　
經
、
不
レ

過
レ

說
二

這　
心　
體
一
。
這　
心　
體　
卽
Ｃ
所　
謂　
道　
心
。
體　
明　
卽　
是　

道　
明
。
更　
無
レ
二
。
此　
是　
爲
レ
學
④
頭　
腦　
處
。

（『
伝
習
録
』
よ
り
）

　

（一） 　

‖
線
部
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
に
つ
い
て
、
そ
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
け
。
送
り
が
な
が
必
要
な
ら
ば
カ
タ
カ
ナ
で

付
記
す
る
こ
と
。
現
代
仮
名
遣
い
で
表
記
す
る
こ
と
。

　

（二）　

│
│
線
部
①
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

　
　

１　

│
│
線
部
①
の
意
味
と
し
て
適
す
る
も
の
を
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
　
　

ア　

書
物
を
読
ん
で
も
、
よ
く
理
解
で
き
な
い
。
ど
う
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

　
　
　
　

イ　

書
物
を
読
む
と
、
世
の
中
を
明
る
く
で
き
る
の
か
。
で
き
な
い
の
か
。

　
　
　
　

ウ　

書
物
を
読
ん
で
も
、
よ
く
理
解
で
き
な
い
の
は
、
自
明
の
事
な
の
か
。
そ
う
で
は
な
い
の
か
。

　
　
　
　

エ　

書
物
を
読
も
う
に
も
、
部
屋
を
明
る
く
で
き
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
か
。

　
　

２　

│
│
線
部
①
の
「
看
書
不
能
明
。」
に
返
り
点
を
打
て
。

　

（三）　

│
│
線
部
②
を
口
語
訳
せ
よ
。

　

（四）　

│
│
線
部
③
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

　
　

１　

書
き
下
し
文
に
改
め
よ
。

　
　

２ 　

│
│
線
部
③
中
の
「
心
體
」
は
、本
文
中
で
は
「
心
の
本
体
」
と
い
う
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
「
心
體
」

と
対
照
的
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
二
字
の
語
句
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
せ
。

　

（五） 　

│
│
線
部
④
の
「
頭
腦
」
は
、
本
文
中
で
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
か
。
五
字
程
度
で
記
せ
。

　

（六）　

本
文
中
に
表
わ
れ
て
い
る
王
陽
明
の
読
書
に
対
す
る
考
え
を
、
七
十
五
字
以
上
九
十
字
以
内
で
記
せ
。

　

（七） 　

本
文
中
の
「
四
書
五
經
」
は
、
儒
教
の
経
書
の
中
で
重
要
と
さ
れ
る
九
つ
の
書
物
の
総
称
で
あ
る
。
次
の
ア
〜
オ

か
ら
、「
四
書
」
に
含
ま
れ
る
も
の
を
、
二
つ
選
び
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
　
　

ア　

荘
子　
　
　

イ　

論
語　
　
　

ウ　

春
秋　
　
　

エ　

孟
子　
　
　

オ　

詩
経

四

（
旧
）
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次
の
（一）
〜
（四）
の
問
い
に
答
え
よ
。

　

（一） 　

次
の
①
〜
③
の
│
│
線
を
ひ
い
た
漢
字
の
読
み
方
を
示
せ
。

　
　
　
　

①　

意
匠　
　
　

②　

勾
配　
　
　

③　

諮
る

　

（二） 　

次
の
１
、２
の
冒
頭
文
は
、明
治
以
降
に
活
躍
し
た
作
者
の
作
品
で
あ
る
。
あ
と
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
作
品
名
を
、

Ａ
〜
Ｅ
の
中
か
ら
作
者
名
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　

１ 　

道
が
つ
づ
ら
折
り
に
な
っ
て
、
い
よ
い
よ
天
城
峠
に
近
づ
い
た
と
思
う
頃
、
雨
脚
が
杉
の
密
林
を
白
く
染
め

な
が
ら
、
す
さ
ま
じ
い
早
さ
で
麓
か
ら
私
を
追
っ
て
来
た
。

　
　

２ 　

石
炭
を
ば
早
や
積
み
果
て
つ
。
中
等
室
の
卓
の
ほ
と
り
は
い
と
静
に
て
、
熾
熱
燈
の
光
の
晴
れ
が
ま
し
き
も

徒
な
り
。

　
　
　
【
作
品
名
】

　
　
　
　

ア　

草
枕　
　
　

イ　

山
月
記　
　
　

ウ　

暗
夜
行
路　
　

エ　

舞
姫　
　
　
　

オ　

伊
豆
の
踊
子

　
　
　
【
作
者
名
】

　
　
　
　

Ａ　

森
鷗
外　
　

Ｂ　

志
賀
直
哉　
　

Ｃ　

夏
目
漱
石　
　

Ｄ　

川
端
康
成　
　

Ｅ　

中
島
敦

　

（三）　

次
の
文
章
は
太
宰
治
の
「
走
れ
メ
ロ
ス
」
の
一
部
で
あ
る
。
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

　
　

 　

メ
ロ
ス
は
そ
の
夜
、
一
睡
も
①
せ
ず
十
里
の
路
を
急
ぎ
に
急
い
で
、
村
へ
到
着
し
た
の
は
、
翌あ

く

る
日
の
午
前
、

陽
は
既
に
高
く
昇
っ
て
、
村
人
た
ち
は
野
に
出
て
仕
事
を
②
は
じ
め
て
い
た
。
メ
ロ
ス
の
十
六
の
妹
も
、
き
ょ
う

は
兄
の
代
り
に
羊
群
の
番
を
し
て
い
た
。よ
ろ
め
い
て
歩
い
て
③
来
る
兄
の
、疲
労
困こ

ん
ぱ
い憊

の
姿
を
見
つ
け
て
驚
い
た
。

そ
う
し
て
、
う
る
さ
く
兄
に
質
問
を
浴
び
せ
た
。

　
　

 

「
な
ん
で
も
無
い
。」
メ
ロ
ス
は
無
理
に
笑
お
う
と
努
め
た
。「
市
に
用
事
を
残
し
て
来
た
。
ま
た
④
す
ぐ
市
に
行

か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
あ
す
、
お
ま
え
の
結
婚
式
を
挙
げ
る
。
早
い
ほ
う
が
よ
か
ろ
う
。」

（
太
宰
治　
『
太
宰
治
全
集
３
』
よ
り
）

　
　

１ 　

│
│
線
部
①
〜
③
の
動
詞
に
つ
い
て
、
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
活
用
の
種
類
を
、
あ
と
の
Ａ
〜
Ｆ
の
中
か
ら

活
用
形
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
　
【
活
用
の
種
類
】

　
　
　
　

ア　

五
段
活
用　
　
　

イ　

上
一
段
活
用　
　
　

ウ　

下
一
段
活
用　
　
　

エ　

カ
行
変
格
活
用

　
　
　
　

オ　

サ
行
変
格
活
用

　
　
　
【
活
用
形
】

　
　
　
　

Ａ　

未
然
形　
　
　
　

Ｂ　

連
用
形　
　
　
　
　

Ｃ　

終
止
形　
　
　
　
　

Ｄ　

連
体
形

　
　
　
　

Ｅ　

仮
定
形　
　
　
　

Ｆ　

命
令
形

　
　

２　

│
│
線
部
④
「
す
ぐ
」
の
品
詞
名
を
漢
字
で
答
え
よ
。

五
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（四）　

次
の
１
、２
の
問
い
に
答
え
よ
。

　
　

１ 　

次
の
①
〜
③
の
修
辞
法
を
用
い
て
い
る
和
歌
を
ア
〜
ウ
か
ら
、
ま
た
、
そ
の
和
歌
の
作
者
を
Ａ
〜
Ｅ
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
　
　

①　

枕
詞　
　
　
　

②　

体
言
止
め　
　
　

③　

縁
語

　
　
　
【
和
歌
】

　
　
　
　

ア　

心
あ
て
に
折
ら
ば
や
折
ら
む
初
霜
の
置
き
ま
ど
は
せ
る
白
菊
の
花

　
　
　
　

イ　

久
方
の
光
の
ど
け
き
春
の
日
に
静
心
な
く
花
の
散
る
ら
む

　
　
　
　

ウ　

玉
の
緒
よ
絶
え
な
ば
絶
え
ね
な
が
ら
へ
ば
忍
ぶ
る
こ
と
の
弱
り
も
ぞ
す
る

　
　
　
【
作
者
】

　
　
　
　

Ａ　

小
野
小
町　
　

Ｂ　

凡
河
内
躬
恒　
　

Ｃ　

紀
友
則　
　

Ｄ　

大
伴
家
持　
　

Ｅ　

式
子
内
親
王

　
　

２ 　

１
の
ア
〜
ウ
の
和
歌
は
『
小
倉
百
人
一
首
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
和
歌
で
あ
る
。『
小
倉
百
人
一
首
』
の
撰

者
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
ま
た
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
撰
者
の
一
人
で
も
あ
る
歌
人
の
名
前
を
答
え
よ
。
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次
の
資
料
は
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
20
年
３
月
告
示
）
の
「
国
語
」
第
２
学
年
に
示
さ
れ
て
い
る
「
第
２

　

各
学
年
の
目
標
及
び
内
容
」
と
「
第
３　

指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
」
の
抜
粋
で
あ
る
。
そ
の
内
容
に

準
拠
し
て
、
第
２
学
年
に
お
い
て
書
写
の
授
業
を
行
う
。
学
習
指
導
要
領
と
、
示
さ
れ
た
学
習
指
導
案
作
成
用
メ
モ

に
つ
い
て
、
あ
と
の
㈠
〜
㈥
の
問
い
に
答
え
よ
。

　
　
【
資
料
】第

２　

各
学
年
の
目
標
及
び
内
容

　

２　

内
容

　
　

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕

　
　

（２） 　

書
写
に
関
す
る
次
の
事
項
に
つ
い
て
指
導
す
る
。

　
　
　

ア　

漢
字
の
行
書
と
そ
れ
に
調
和
し
た
仮
名
の
書
き
方
を
理
解
し
て
、読
み
や
す
く
速
く
書
く
こ
と
。

　
　
　

イ　

目
的
や
必
要
に
応
じ
て
、
楷
書
又
は
行
書
を
選
ん
で
書
く
こ
と
。

第
３　

指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い

　

２ 　

第
２
の
各
学
年
の
内
容
の
〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
に
つ
い
て
は
、

次
の
と
お
り
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。

　
　

（２）  　

〔
伝
統
的
な
言
語
文
化
と
国
語
の
特
質
に
関
す
る
事
項
〕
の
（２）
に
示
す
事
項
に
つ
い
て
は
、
次

の
と
お
り
取
り
扱
う
こ
と
。

　
　
　

ア 　

文
字
を
正
し
く
整
え
て
速
く
書
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
と
も
に
、
書
写
の
能
力
を

学
習
や
（　

①　

）
に
役
立
て
る
態
度
を
育
て
る
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
。

　
　
　

イ 　

硬
筆
及
び
毛
筆
を
使
用
す
る
書
写
の
指
導
は
各
学
年
で
行
い
、（　

②　

）
を
使
用
す
る
書

写
の
指
導
は
（　

③　

）
に
よ
る
書
写
の
能
力
の
基
礎
を
養
う
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
　
　

ウ 　

書
写
の
指
導
に
配
当
す
る
授
業
時
数
は
、
第
１
学
年
及
び
第
２
学
年
で
は
年
間
（　

④　

）

単
位
時
間
程
度
、
第
３
学
年
で
は
年
間
10
単
位
時
間
程
度
と
す
る
こ
と
。

六
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【
学
習
指
導
案
作
成
メ
モ
】

　
　

単
元
名

　
　
　
「
良
い
と
こ
ろ
を
伝
え
よ
う
」

　
　
　
　

 
学
習
し
た
こ
と
を
生
か
し
て
、
友
達
の
良
い
と
こ
ろ
を
漢
字
一
文
字
で
表
し
、
行
書
で
書
こ
う
。
ま
た
そ
の

理
由
を
添
え
て
み
よ
う
。

　
　

単
元
の
目
標

　
　
　

・
漢
字
の
行
書
と
そ
れ
に
調
和
し
た
仮
名
の
書
き
方
を
理
解
し
て
書
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈　
　
　
　

⑤　
　
　
　

〉

　
　
　

・
作
品
を
見
る
人
を
意
識
し
、
文
字
の
大
き
さ
や
配
列
を
工
夫
し
て
書
こ
う
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度
〉

　
　

題
材
等

　
　
　

行
書
に
つ
い
て
の
教
科
書
の
説
明
文
、
作
品
例
な
ど
。
八
つ
切
り
画
用
紙
を
使
用
。

　
　

単
元
の
評
価
規
準

　
　
　
〈　
　
　
　

⑤　
　
　
　

〉

　
　
　
　

漢
字
の
行
書
と
そ
れ
に
調
和
し
た
仮
名
の
書
き
方
を
理
解
し
て
書
い
て
い
る
。

　
　
　

国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度

　
　
　
　

 

作
品
を
見
る
人
を
意
識
し
、
表
現
効
果
や
伝
達
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、
文
字
の
大
き
さ
や
配
列
を
工
夫
し

て
書
こ
う
と
し
て
い
る
。

　
　

指
導
の
計
画
（
学
習
の
計
画
）

　
　
　

・
主
な
学
習
活
動
と
評
価
（
全
三
次
）

　
　
　
　
　

第
一
次　
⑥
行
書
の
特
徴
を
お
さ
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈　
　
　
　

⑤　
　
　
　

〉

　
　
　
　
　

第
二
次　

紹
介
す
る
人
を
決
め
、
ふ
さ
わ
し
い
漢
字
を
考
え
る
。
文
字
の
大
き
さ
や
配
列
を
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度
〉

　
　
　
　
　

第
三
次　

 

表
現
効
果
や
伝
達
効
果
を
高
め
る
た
め
に
、
毛
筆
や
硬
筆
な
ど
の
筆
記
具
を
工
夫
し
、
行
書
の

特
徴
を
生
か
し
て
、
八
つ
切
り
画
用
紙
に
書
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〈
国
語
へ
の
関
心
・
意
欲
・
態
度
〉、〈　
　
　
　

⑤　
　
　
　

〉

　
　

単
元
に
つ
い
て
　

教
材
観
、
生
徒
観
、
指
導
観　
《
省　

略
》

　
　

本
時
案
　
　
　
　
《
省　

略
》
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【
問
い
】

　

（一） 　

資
料
の
「
２　

内
容
（２）
」
の
具
体
的
な
指
導
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
文
の
う
ち
、
正
し
い
も
の
を
二
つ
選
び
記

号
で
答
え
よ
。

　
　
　
　

ア　

第
２
学
年
に
お
い
て
は
、
行
書
の
基
礎
的
な
学
習
を
し
て
い
る
。

　
　
　
　

イ 　

毛
筆
の
弾
力
性
や
柔
軟
性
と
い
う
特
質
を
生
か
し
て
運
筆
を
体
得
さ
せ
る
こ
と
な
ど
の
工
夫
が
必
要
で

あ
る
。

　
　
　
　

ウ 　

ノ
ー
ト
や
ポ
ス
タ
ー
、
は
が
き
と
い
っ
た
様
々
な
書
式
に
合
わ
せ
て
、
適
切
な
字
形
や
書
体
を
選
び
毛

筆
で
書
く
こ
と
か
ら
指
導
す
る
。

　
　
　
　

エ 　

行
書
に
慣
れ
さ
せ
る
こ
と
は
、
話
す
、
聞
く
、
書
く
、
読
む
と
い
っ
た
言
語
活
動
の
中
の
、
書
く
活
動

に
役
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　

オ 　

行
書
に
関
し
て
気
が
付
い
た
こ
と
や
分
か
っ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
ま
と
め
た
り
す
る
活

動
を
取
り
入
れ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。

　

（二） 　

資
料
の
空
欄
①
〜
③
に
入
る
言
葉
を
、
漢
字
二
字
で
答
え
よ
。

　

（三） 　

資
料
の
空
欄
④
に
入
る
数
字
を
ア
〜
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
　
　

ア　

10　
　
　
　

イ　

15　
　
　
　

ウ　

20　
　
　
　

エ　

25　
　
　
　

オ　

30

　

（四） 　

学
習
指
導
案
作
成
メ
モ
の
空
欄
⑤
に
入
る
評
価
の
観
点
を
答
え
よ
。

　

（五） 　

│
│
線
部
⑥
「
行
書
の
特
徴
を
お
さ
え
る
」
際
に
注
意
す
る
こ
と
を
、
次
の
ア
〜
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で

答
え
よ
。

　
　
　
　

ア　

点
画
は
一
つ
一
つ
は
っ
き
り
独
立
さ
せ
、
方
形
で
書
く
よ
う
指
導
す
る
。

　
　
　
　

イ　

点
画
を
続
け
、
形
に
丸
み
が
多
く
、
流
動
感
の
あ
る
運
筆
を
意
識
さ
せ
る
。

　
　
　
　

ウ　

逆
筆
を
取
り
入
れ
、
横
画
の
終
筆
を
波
形
に
跳
ね
上
げ
る
こ
と
を
意
識
さ
せ
る
。

　
　
　
　

エ 　

長
短
、
細
太
、
大
小
、
曲
直
が
全
く
自
由
で
、
点
画
の
省
略
が
激
し
く
、
筆
順
も
独
特
の
も
の
と
な
る

た
め
、
文
字
ご
と
の
形
を
覚
え
さ
せ
る
。

　

（六） 　

次
の
Ａ
〜
Ｅ
は
、
同
じ
漢
字
の
五
書
体
を
表
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
書
体
名
を
あ
と
の
ア
〜
オ
か
ら

一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

　
　
　
　

Ａ 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｅ

　
　
　
　

 
 

 
 

　
　
　
　

ア　

草
書　
　
　

イ　

行
書　
　
　

ウ　

隷
書　
　
　

エ　

楷
書　
　
　

オ　

篆
書
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