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

　
柳
田
国
男
が
民
俗
学
に
向
か
っ
た
時
期
、「
怪
談
」
が
流
行
し
、
ま
た
、「
妖
怪
」
の
ブ
ー
ム
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
彼
が
民
俗
学
に
向
か
い
、「
山
人
」
に
関
心

を
抱
い
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
先
住
民
が
山
に
残
っ
て
い
る
と
い
う
観
点
か
ら
だ
け
で
も
な
か
っ
た
。
彼
は
一
九
〇
〇
年
に
大
学
を
卒

業
し
た
あ
と
、
農
商
務
省
・
法
務
省
の
役
人
と
し
て
、
実
際
に
「
山
」
に
か
か
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
期
に
妖
怪
の
ブ
ー
ム
を
起
こ
し
た
の
は
、
柳
田
で
は
な
い
。『
妖
怪
学
』
を
書
い
た
井
上
圓え

ん

了り
ょ
うで

あ
る
。
近
年
、
井
上
圓
了
と
い
え
ば
、
妖
怪
の
研
究

者
で
、
漫
画
家
水
木
し
げ
る
の
大
先
輩
の
よ
う
な
人
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
は
明
治
初
期
に
は
、
井
上
哲
次
郎
と
並
ぶ
哲
学
者
で
あ
っ
た
。
そ
し

て
、
彼
が
「
妖
怪
学
」
と
い
う
講
座
を
開
い
た
の
は
、
哲
学
を
民
衆
に
説
く
方
便
と
し
て
、
で
あ
る
。
妖
怪
と
い
っ
て
も
、
お
化
け
の
類
で
は
な
く
、
今
な
ら
人

が
幻
想
と
呼
ぶ
も
の
に
相
当
す
る
。
例
え
ば
、
国
家
は
共
同
幻
想
だ
と
い
う
か
わ
り
に
、
国
家
は
妖
怪
だ
と
い
う
よ
う
な
も
の
だ
。

　
と
は
い
え
、
圓
了
は
い
わ
ゆ
る
妖
怪
を
徹
底
的
に
調
査
し
、
文
学
的
装
飾
な
し
に
そ
れ
を
記
録
し
た
。
現
在
、
日
本
の
漫
画
・
小
説
な
ど
で
引
用
さ
れ
る
妖
怪

は
ほ
と
ん
ど
、
圓
了
の
著
作
に
も
と
づ
い
て
い
る
。
彼
は
、
妖
怪
が
幻
想
で
あ
る
こ
と
を
人
々
に
説
い
て
ま
わ
っ
た
。
そ
の
意
味
で
、
彼
は
　
　
　
　
主
義
者
で

あ
っ
た
。
し
か
し
、
妖
怪
を
全
面
的
に
斥
け
た
の
で
は
な
い
。

　
彼
の
考
え
で
は
、
妖
怪
に
は
い
く
つ
か
の
種
類
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
妖
怪
は
仮
象
で
あ
り
、
自
然
科
学
に
よ
っ
て
真
相
を
解
明
で
き
る
。
　
　
　
　
、
そ
の
よ

う
な
仮
象
が
除
か
れ
た
あ
と
に
、
人
は
真
の
妖
怪
（
真
怪
）
に
出
会
う
。
そ
れ
は
、
こ
の
自
然
世
界
そ
の
も
の
、
カ
ン
ト
で
い
え
ば
物
自
体
で
あ
る
。
実
は
、
圓

了
は
、
明
治
の
浄
土
真
宗
か
ら
出
て
き
た
宗
教
改
革
者
だ
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
仏
教
的
認
識
を
、
哲
学
と
し
て
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
妖
怪
学
と
し
て
語
ろ
う
と

し
た
の
で
あ
る
。
彼
は
大
学
を
出
た
後
、
ど
こ
に
も
属
さ
ず
、
自
分
で
学
校
（
後
に
東
洋
大
学
）
を
創
設
し
た
。
型
破
り
の
人
物
で
あ
り
、
む
し
ろ
彼
自
身
が
妖

怪
で
あ
っ
た
、
と
い
え
る
。

　
圓
了
が
妖
怪
を
捜
し
回
っ
た
の
は
な
ぜ
か
。
妖
怪
が
真
の
仏
教
的
認
識
（
真
怪
）
を
妨
げ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
真
の
仏
教
的
認
識
を
妨
げ
て
い
る
の
は
、
現

に
存
在
す
る
寺
院
仏
教
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
が
否
定
す
べ
き
妖
怪
な
の
だ
。
つ
ま
り
、
圓
了
の
妖
怪
論
は
、
仏
教
に
お
け
る
宗
教
改
革
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
、
彼
の
意
図
を
超
え
て
、
妖
怪
論
が
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
一
方
、
柳
田
国
男
は
圓
了
の
妖
怪
論
を
嫌
っ
た
。
そ
れ
は
妖
怪
に
つ
い
て
の
見
方
が
違
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
あ
る
意
味
で
、
類
似
し
た
こ
と
を
考
え
て

Ａあ
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い
た
と
も
い
え
る
。
圓
了
は
、
妖
怪
を
真
の
仏
教
的
認
識
（
真
怪
）
か
ら
堕
落
し
た
形
態
だ
と
見
な
し
た
。
一
方
、
柳
田
の
見
方
で
は
、
妖
怪
と
は
、
か
つ
て
神

的
な
存
在
で
あ
っ
た
の
に
、
仏
教
の
よ
う
な
宗
教
が
到
来
し
た
た
め
に
追
わ
れ
て
零
落
し
た
存
在
で
あ
る
。

　
柳
田
は
そ
の
よ
う
な
考
え
を
、
ハ
イ
ネ
の
『
流
刑
の
神
々
』
か
ら
学
ん
だ
と
い
っ
て
い
る
。《
我
々
が
青
年
時
代
の
愛
読
書
ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ
・
ハ
イ
ネ
の
『
諸
神

流り
ゅ
う
ざ
ん
き

竄
記
』
な
ど
は
、
今
か
ら
も
う
百
年
以
上
も
前
の
著
述
で
あ
っ
た
が
、
夙つ

と

に
そ
の
中
に
は
今
日
大
い
に
発
達
す
べ
か
り
し
学
問
の
芽め

生ば
え

を
見
せ
て
い
る
》（「
青

年
と
学
問
」）。
ハ
イ
ネ
の
考
え
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ゲ
ル
マ
ン
世
界
に
キ
リ
ス
ト
教
が
入
っ
て
き
た
た
め
に
、
森
に
遁
れ
た
従
来
の
神
々
が
妖
怪
に
な
っ
た
。
柳

田
は
そ
れ
を
日
本
に
応
用
し
て
、『
一
つ
目
小
僧
』
を
書
い
た
。
つ
ま
り
、「
一
つ
目
小
僧
」
な
ど
の
妖
怪
は
、
仏
教
に
追
わ
れ
て
隠
れ
た
古
来
の
神
々
だ
と
い
う

の
で
あ
る
。

　
柳
田
は
各
地
で
山
人
を
探
索
し
よ
う
と
し
た
が
、
見
出
し
た
の
は
、
天
狗
や
妖
怪
の
よ
う
な
伝
承
だ
け
で
あ
っ
た
。
　
　
　
　
、
そ
れ
ら
は
村
人
の
「
共
同
幻

想
」
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
た
。
し
か
し
、
柳
田
は
そ
こ
に
こ
そ
、
山
人
、
あ
る
い
は
固
有
信
仰
を
見
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
山
人
を
追
求
す
る
過
程
で
、
彼
は
「
山
の
人
生
」、
す
な
わ
ち
、
山
地
に
生
き
る
民
の
生
態
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
な
知
識
を
得
た
。
例
え
ば
、『
山
の
人
生
』

で
は
、
マ
タ
ギ
や
サ
ン
カ
、
焼
畑
農
民
、
そ
の
他
の
漂
泊
民
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
彼
ら
は
山
人
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
柳
田
は
彼
ら
を
、
山

人
と
区
別
し
て
山
民
と
呼
ん
だ
。
な
お
、
音
声
上
紛
ら
わ
し
い
の
で
、
以
後
、
山
民
を
山
地
民
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

　
私
の
考
え
で
は
、
山
人
は
原
遊
動
民
で
あ
り
、
山
地
民
は
い
ち
ど
平
地
に
定
住
し
た
後
に
遊
動
民
と
な
っ
た
人
た
ち
で
あ
る
。
山
人
と
山
地
民
の
違
い
は
、
彼

ら
の
平
地
民
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
明
瞭
に
な
る
。
山
地
民
は
か
つ
て
平
地
に
定
住
し
た
こ
と
が
あ
る
だ
け
で
な
く
、
ま
た
、
そ
の
後
も
何
ら
か
の
か
た
ち
で

平
地
と
関
係
す
る
。
そ
し
て
、
彼
ら
の
平
地
民
に
対
す
る
態
度
は
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ
ン
ト
（
両
価
的
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
敵
対
性
と
同
時
に
依
存
性
、
軽
蔑
と

　
　
　
　
が
混
在
す
る
。

　
一
方
、
山
人
は
平
地
民
に
よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
天
狗
や
仙
人
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
そ
れ
は
畏
怖
す
べ
き
も
の
で
は
あ
る
が
、
敵
視
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は

な
い
。
彼
ら
は
平
地
民
に
対
し
て
、
特
に
善
意
が
な
い
と
し
て
も
、
悪
意
も
な
い
。
　
　
　
　
、
山
人
は
自
足
的
で
あ
り
、
平
地
民
に
対
し
て
根
本
的
に
無
関
心

な
の
だ
。
ゆ
え
に
、
山
人
に
出
会
う
こ
と
は
至
難
で
あ
る
。

　
柳
田
は
ま
た
、
山
人
を
探
る
手
が
か
り
を
、
日
本
の
植
民
地
統
治
下
に
あ
っ
た
台
湾
の
原
住
民
に
求
め
た
。
彼
ら
は
も
と
も
と
中
国
・
東
南
ア
ジ
ア
の
山
岳
地

帯
か
ら
移
動
し
て
き
て
、
一
度
平
地
に
定
住
し
た
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
が
大
陸
か
ら
侵
入
し
て
き
た
漢
族
に
追
わ
れ
て
山
に
遁
れ
た
の
は
、
一
六
世
紀
で
あ
る
。
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し
た
が
っ
て
、
柳
田
は
つ
い
に
山
人
の
存
在
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
山
地
民
の
中
に
、
そ
の
痕
跡
を
見
出
し
た
。（
　

①
　

）

　
例
え
ば
、
彼
が
農
商
務
省
の
役
人
と
し
て
調
査
の
た
め
に
訪
れ
た
宮
崎
県
椎
葉
村
で
見
た
焼
畑
・
狩
猟
民
が
そ
う
だ
。
彼
ら
は
す
で
に
農
業
技
術
を
も
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
か
つ
て
平
地
に
い
た
こ
と
を
証
す
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
た
え
ず
平
地
民
と
交
易
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
山
地
民
は
、
平
地
民
と
深

い
関
係
を
も
つ
点
で
、
原
遊
動
民
で
あ
る
山
人
と
は
違
っ
て
い
る
。（
　

②
　

）

　
椎
葉
村
で
柳
田
が
驚
い
た
の
は
、《
彼
等
の
土
地
に
対
す
る
思
想
が
、
平
地
に
於
け
る
我
々
の
思
想
と
異
っ
て
居
る
》
こ
と
で
あ
る
。
柳
田
に
と
っ
て
貴
重
だ
っ

た
の
は
、
彼
ら
の
中
に
残
っ
て
い
る
「
思
想
」
で
あ
る
。
柳
田
は
農
政
学
者
と
し
て
協
同
組
合
に
つ
い
て
理
論
的
に
考
え
て
き
た
が
、
こ
こ
に
、「
協
同
自
助
」
の

実
践
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
「
ユ
ー
ト
ピ
ヤ
」
の
実
現
で
あ
り
、「
一
の
奇
蹟
」
で
あ
っ
た
。「
富
の
均
分
と
い
う
が
如
き
社
会
主
義
の
理
想
」
が
実
現
さ
れ
て
い

た
か
ら
だ
。

　
彼
ら
の
場
合
、
共
同
所
有
と
生
産
に
お
け
る
「
協
同
自
助
」
は
、
焼
畑
と
狩
猟
に
従
事
す
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
遊
動
的
な
生
活
形
態
か
ら
来
る
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
、
遊
動
的
な
山
人
の
名
残
り
が
濃
厚
に
あ
る
と
い
え
る
。
柳
田
に
感
銘
を
与
え
た
の
は
、
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
「
山
人
」
に
つ
い
て
書
き
始
め

た
の
は
、
椎
葉
村
を
訪
れ
た
あ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
「
山
人
」
に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
妖
怪
や
天
狗
の
よ
う
な
怪
異
譚
の
た
め
で
は

な
い
。
柳
田
が
驚
い
た
の
は
、
農
民
の
協
同
組
合
を
要
と
す
る
彼
の
農
政
理
論
に
お
い
て
目
指
し
て
い
た
も
の
が
、
現
に
そ
こ
に
あ
っ
た
か
ら
だ
。（
　

③
　

）

　
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
執
筆
し
た
『
遠
野
物
語
』
の
序
文
に
、
柳
田
は
こ
う
記
し
た
。《
国
内
の
山
村
に
し
て
遠
野
よ
り
さ
ら
に
物
深
き
所
に
は
ま
た
無
数
の
山

や
ま
の

神か
み

山
人
の
伝
説
あ
る
べ
し
。
願
わ
く
は
之
を
語
り
て
平
地
人
を
戦
慄
せ
し
め
よ
》。
こ
の
激
越
な
序
文
は
、
椎
葉
村
で
の
認
識
か
ら
来
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

は
、
当
時
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
妖
怪
、
す
な
わ
ち
、
お
化
け
の
類
に
よ
っ
て
平
地
民
を
戦
慄
さ
せ
る
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
妖
怪
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
マ
ル

ク
ス
が
『
共
産
党
宣
言
』
の
冒
頭
で
書
い
た
よ
う
な
妖
怪
で
あ
る
。「
一
つ
の
妖
怪
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
―
―
共
産
主
義
の
妖
怪
が
。
旧
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
あ
ら
ゆ
る
権
力
が
、
こ
の
妖
怪
を
退
治
す
る
た
め
に
神
聖
な
同
盟
を
結
ん
で
い
る
」。

　
　
　
　
　
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
（
一
八
一
八
―
一
八
八
三
）
は
ハ
イ
ネ
（
一
七
九
七
―
一
八
五
六
）
と
一
八
四
三
年
か
ら
二
年
ほ
ど
、
亡

命
先
の
パ
リ
で
親
し
く
つ
き
あ
っ
た
。
ハ
イ
ネ
が
『
流
刑
の
神
々
』（
一
八
五
三
年
）
を
構
想
し
た
の
は
、
こ
の
時
期
で
あ
る
。
ま
た
、
一
八
四
八
年
に
マ
ル
ク
ス

は
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
と
も
に
『
共
産
党
宣
言
』
を
刊
行
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
二
つ
の
異
な
る
「
妖
怪
」
は
同
じ
源
泉
を
も
つ
と
い
っ
て
も
よ
い
。（
　

④
　

）

　
柳
田
国
男
は
長
期
に
わ
た
っ
て
多
く
の
仕
事
を
し
た
が
、
一
貫
し
て
抱
い
て
い
た
主
題
は
山
人
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
『
遠
野
物
語
』（
一

え
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し
た
が
っ
て
、
柳
田
は
つ
い
に
山
人
の
存
在
を
確
認
で
き
な
か
っ
た
が
、
山
地
民
の
中
に
、
そ
の
痕
跡
を
見
出
し
た
。（
　

①
　

）

　
例
え
ば
、
彼
が
農
商
務
省
の
役
人
と
し
て
調
査
の
た
め
に
訪
れ
た
宮
崎
県
椎
葉
村
で
見
た
焼
畑
・
狩
猟
民
が
そ
う
だ
。
彼
ら
は
す
で
に
農
業
技
術
を
も
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
か
つ
て
平
地
に
い
た
こ
と
を
証
す
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
た
え
ず
平
地
民
と
交
易
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
山
地
民
は
、
平
地
民
と
深

い
関
係
を
も
つ
点
で
、
原
遊
動
民
で
あ
る
山
人
と
は
違
っ
て
い
る
。（
　

②
　

）

　
椎
葉
村
で
柳
田
が
驚
い
た
の
は
、《
彼
等
の
土
地
に
対
す
る
思
想
が
、
平
地
に
於
け
る
我
々
の
思
想
と
異
っ
て
居
る
》
こ
と
で
あ
る
。
柳
田
に
と
っ
て
貴
重
だ
っ

た
の
は
、
彼
ら
の
中
に
残
っ
て
い
る
「
思
想
」
で
あ
る
。
柳
田
は
農
政
学
者
と
し
て
協
同
組
合
に
つ
い
て
理
論
的
に
考
え
て
き
た
が
、
こ
こ
に
、「
協
同
自
助
」
の

実
践
を
見
出
し
た
。
そ
れ
は
「
ユ
ー
ト
ピ
ヤ
」
の
実
現
で
あ
り
、「
一
の
奇
蹟
」
で
あ
っ
た
。「
富
の
均
分
と
い
う
が
如
き
社
会
主
義
の
理
想
」
が
実
現
さ
れ
て
い

た
か
ら
だ
。

　
彼
ら
の
場
合
、
共
同
所
有
と
生
産
に
お
け
る
「
協
同
自
助
」
は
、
焼
畑
と
狩
猟
に
従
事
す
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
遊
動
的
な
生
活
形
態
か
ら
来
る
も
の
で
あ

る
。
そ
こ
に
、
遊
動
的
な
山
人
の
名
残
り
が
濃
厚
に
あ
る
と
い
え
る
。
柳
田
に
感
銘
を
与
え
た
の
は
、
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
彼
が
「
山
人
」
に
つ
い
て
書
き
始
め

た
の
は
、
椎
葉
村
を
訪
れ
た
あ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
が
「
山
人
」
に
関
心
を
抱
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
妖
怪
や
天
狗
の
よ
う
な
怪
異
譚
の
た
め
で
は

な
い
。
柳
田
が
驚
い
た
の
は
、
農
民
の
協
同
組
合
を
要
と
す
る
彼
の
農
政
理
論
に
お
い
て
目
指
し
て
い
た
も
の
が
、
現
に
そ
こ
に
あ
っ
た
か
ら
だ
。（
　

③
　

）

　
そ
れ
か
ら
間
も
な
く
執
筆
し
た
『
遠
野
物
語
』
の
序
文
に
、
柳
田
は
こ
う
記
し
た
。《
国
内
の
山
村
に
し
て
遠
野
よ
り
さ
ら
に
物
深
き
所
に
は
ま
た
無
数
の
山

や
ま
の

神か
み

山
人
の
伝
説
あ
る
べ
し
。
願
わ
く
は
之
を
語
り
て
平
地
人
を
戦
慄
せ
し
め
よ
》。
こ
の
激
越
な
序
文
は
、
椎
葉
村
で
の
認
識
か
ら
来
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ

は
、
当
時
ブ
ー
ム
と
な
っ
た
妖
怪
、
す
な
わ
ち
、
お
化
け
の
類
に
よ
っ
て
平
地
民
を
戦
慄
さ
せ
る
こ
と
で
は
あ
り
え
な
い
。
妖
怪
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
マ
ル

ク
ス
が
『
共
産
党
宣
言
』
の
冒
頭
で
書
い
た
よ
う
な
妖
怪
で
あ
る
。「
一
つ
の
妖
怪
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
―
―
共
産
主
義
の
妖
怪
が
。
旧
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
あ
ら
ゆ
る
権
力
が
、
こ
の
妖
怪
を
退
治
す
る
た
め
に
神
聖
な
同
盟
を
結
ん
で
い
る
」。

　
　
　
　
　
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
（
一
八
一
八
―
一
八
八
三
）
は
ハ
イ
ネ
（
一
七
九
七
―
一
八
五
六
）
と
一
八
四
三
年
か
ら
二
年
ほ
ど
、
亡

命
先
の
パ
リ
で
親
し
く
つ
き
あ
っ
た
。
ハ
イ
ネ
が
『
流
刑
の
神
々
』（
一
八
五
三
年
）
を
構
想
し
た
の
は
、
こ
の
時
期
で
あ
る
。
ま
た
、
一
八
四
八
年
に
マ
ル
ク
ス

は
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
と
も
に
『
共
産
党
宣
言
』
を
刊
行
し
た
。
そ
の
意
味
で
は
、
二
つ
の
異
な
る
「
妖
怪
」
は
同
じ
源
泉
を
も
つ
と
い
っ
て
も
よ
い
。（
　

④
　

）

　
柳
田
国
男
は
長
期
に
わ
た
っ
て
多
く
の
仕
事
を
し
た
が
、
一
貫
し
て
抱
い
て
い
た
主
題
は
山
人
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
、
主
と
し
て
『
遠
野
物
語
』（
一

え
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九
一
〇
年
）
や
『
山
の
人
生
』（
一
九
二
六
年
）
で
語
っ
た
が
、
そ
の
後
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
な
く
な
っ
た
。
そ
の
た
め
に
、
山
人
へ
の
彼
の
関
心
は
、
若
い
時
期
の

ロ
マ
ン
派
的
な
関
心
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
ら
の
仕
事
が
照
明
し
た
の
は
、
山
人
の
有
り
様
よ
り
も
、
そ
れ
を
表
象
す
る
村
人
の
「
共
同
幻
想
」（
吉
本
隆
明
）
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
柳
田
は
、
常
民
あ
る
い
は
農
民
大
衆
の
心
性
を
探
求
し
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
山
人
を
彼
ら
の
共
同
幻
想
に
還
元
し
た
り
は
し
な
か
っ
た
。
そ

の
逆
に
、
彼
は
歴
史
的
な
実
在
と
し
て
の
山
人
を
生
涯
追
い
続
け
た
の
で
あ
る
。
柳
田
は
、
山
人
は
日
本
の
先
住
民
で
、
稲
作
を
行
う
人
々
が
到
来
し
た
あ
と
山

地
に
逃
れ
た
者
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
、
そ
れ
を
実
証
し
よ
う
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
示
す
史
料
は
神
話
し
か
な
い
。
例
え
ば
、
国く

に

つ
神
が
天あ

ま

つ
神

に
追
わ
れ
た
と
い
う
よ
う
な
。
ゆ
え
に
、
柳
田
は
そ
れ
を
民
俗
学
的
な
調
査
に
よ
っ
て
果
た
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
柳
田
は
「
山
人
」
が
実
在
す
る
と
考
え
た
が
、
そ
れ
を
実
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
彼
が
見
出
し
た
の
は
「
山
民
」（
山
地
民
）
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
た

め
、
彼
は
初
期
か
ら
唱
え
て
い
た
説
を
引
っ
込
め
る
ほ
か
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の
柳
田
は
、
非
農
業
民
を
無
視
し
、
も
っ
ぱ
ら
平
地
の
農
民
を
「
常
民
」
と
し
て

扱
う
よ
う
に
な
っ
た
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
人
の
民
族
的
・
文
化
的
多
数
性
を
無
視
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
批
判
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
見
方
に
私
は
賛
同
で
き
な
い
。
柳
田
は
「
山
人
」
あ
る
い
は
「
や
ま
に
あ
る
古
い
日
本
」
を
放
棄
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
南
方
熊
楠
な
ど
の
学
者

ら
に
批
判
さ
れ
て
、
渋
々
引
っ
込
め
た
だ
け
で
あ
る
。
柳
田
は
初
期
に
こ
う
述
べ
た
。《
現
在
の
我
々
日
本
国
民
が
、
数あ

ま
た多

の
種
族
の
混
成
だ
と
い
う
こ
と
は
、
実

は
ま
だ
完
全
に
は
立
証
せ
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
い
よ
う
で
あ
り
ま
す
が
、
私
の
研
究
は
そ
れ
を
す
で
に
動
か
ぬ
通
説
と
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
こ
れ
を

発
足
点
と
致
し
ま
す
》（「
山
の
人
生
」）。
彼
は
こ
の
「
発
足
点
」
を
一
度
も
放
棄
し
な
か
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　
柳
田
は
一
九
三
五
年
に
「
一
国
民
俗
学
」
を
唱
え
た
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
唱
え
る
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
逆
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、

柳
田
の
弟
子
を
中
心
と
す
る
、
民
俗
学
の
学
者
ら
が
、
日
本
の
大
陸
侵
攻
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、「
比
較
民
俗
学
」
を
唱
え
始
め
た
。
そ
こ
に
は
、
各
民
族
文

化
の
　
　
　
　
を
保
持
し
な
が
ら
統
合
す
る
と
い
う
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
国
際
性
を
掲
げ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
す
ぎ
な

い
。
柳
田
が
急
に
「
一
国
民
俗
学
」
を
唱
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
に
　
　
　
　
を
唱
え
る
た
め
で
あ
る
。

　
赤
坂
憲
雄
は
『
東
北
学
／
忘
れ
ら
れ
た
東
北
』
で
、
柳
田
が
山
人
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
一
つ
の
日
本
」
を
作
ろ
う
と
し
た
と
批
判
し
、
そ
れ
に
対
し

て
、
日
本
文
化
の
　
　
　
　
を
強
調
し
た
民
族
学
者
の
岡
正
雄
の
意
見
を
持
っ
て
き
た
。
岡
の
考
え
で
は
、
日
本
民
族
・
日
本
文
化
は
、
こ
の
列
島
に
渡
来
し
て

き
た
者
に
よ
っ
て
複
合
的
・
重
層
的
に
形
成
さ
れ
た
。《
日
本
固
有
文
化
は
、
南
中
国
、
江
南
地
域
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
方
面
か
ら
渡
来
し
た
い
く
つ
か
の
農
耕
民
文

Ｃ

Ｄ

Ｃ
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化
の
分
厚
い
地
盤
の
上
に
、
支
配
者
文
化
が
被
覆
し
て
で
き
あ
が
っ
た
混
合
文
化
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
》。

　
し
か
し
、
岡
正
雄
は
そ
の
よ
う
な
説
を
、
柳
田
を
批
判
す
る
た
め
に
立
て
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
本
来
、
柳
田
の
「
発
足
点
」
を
受
け
継
ぐ
考
え
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
彼
は
一
九
二
五
年
、
ま
だ
二
七
歳
の
新
進
学
徒
で
あ
っ
た
時
期
に
、
柳
田
に
抜
擢
さ
れ
て
雑
誌
『
民
族
』
を
共
同
編
集
し
え
た
の
で
あ
る
。
そ
の

後
、
岡
は
ウ
ィ
ー
ン
で
学
び
、
帰
国
後
、
国
策
機
関
で
あ
る
民
族
研
究
所
を
設
立
し
た
。
そ
れ
は
日
本
の
戦
時
体
制
（
大
東
亜
共
栄
圏
）
に
合
致
し
、
か
つ
、
ナ

チ
ズ
ム
と
つ
な
が
る
「
比
較
民
族
学
」
を
広
布
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
柳
田
は
そ
れ
を
拒
否
し
て
「
一
国
民
俗
学
」
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

（
出
典
　
柄
谷
行
人
『
世
界
史
の
実
験
』　
な
お
問
題
の
作
成
上
、
一
部
省
略
を
し
て
あ
る
。）

問
1
　
空
欄
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

あ
　
①
　
確
か
に
　
　
　
　
②
　
加
え
て
　
　
　
　
③
　
し
か
し
　
　
　
　
④
　
た
と
え
ば�

ア

い
　
①
　
ゆ
え
に
　
　
　
　
②
　
ま
る
で
　
　
　
　
③
　
確
か
に
　
　
　
　
④
　
一
方
で�

イ

う
　
①
　
あ
た
か
も
　
　
　
②
　
し
か
る
に
　
　
　
③
　
と
こ
ろ
で
　
　
　
④
　
要
す
る
に�

ウ

え
　
①
　
結
局
　
　
　
　
　
②
　
ち
な
み
に
　
　
　
③
　
そ
こ
で
　
　
　
　
④
　
従
っ
て�

エ

問
2
　
空
欄
　
　
　
　
〜
　
　
　
　
に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

Ａ
　
①
　
啓
蒙
　
　
　
　
　
②
　
博
愛
　
　
　
　
　
③
　
社
会
　
　
　
　
　
④
　
自
然�

オ

Ｂ
　
①
　
同
情
　
　
　
　
　
②
　
排
除
　
　
　
　
　
③
　
屈
折
　
　
　
　
　
④
　
羨
望�

カ

Ｃ
　
①
　
神
秘
性
　
　
　
　
②
　
多
様
性
　
　
　
　
③
　
合
理
性
　
　
　
　
④
　
特
異
性�

キ

Ｄ
　
①
　
賛
同
　
　
　
　
　
②
　
念
仏
　
　
　
　
　
③
　
異
議
　
　
　
　
　
④
　
祝
意�

ク

問
3
　
本
文
中
、
次
の
一
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。（
　

①
　

）
〜
（
　

④
　

）
の
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
最
も
適
当
か
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。�

ケ

�

だ
が
、
山
地
民
も
遊
動
性
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
、
平
地
の
定
住
民
に
な
い
よ
う
な
社
会
的
特
質
を
与
え
て
い
る
。

あ

え

Ａ

Ｄ
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化
の
分
厚
い
地
盤
の
上
に
、
支
配
者
文
化
が
被
覆
し
て
で
き
あ
が
っ
た
混
合
文
化
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
》。
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。
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岡
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②
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③
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特
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同
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念
仏
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議
　
　
　
　
　
④
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問
3
　
本
文
中
、
次
の
一
文
が
省
略
さ
れ
て
い
る
。（
　

①
　

）
〜
（
　

④
　

）
の
ど
こ
に
入
れ
る
の
が
最
も
適
当
か
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。�

ケ

�

だ
が
、
山
地
民
も
遊
動
性
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
、
平
地
の
定
住
民
に
な
い
よ
う
な
社
会
的
特
質
を
与
え
て
い
る
。

あ

え

Ａ

Ｄ
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問
4
　
　
　
　�

線
「
椎
葉
村
で
の
認
識
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

�

コ

①
　
原
遊
動
民
で
あ
る
山
人
と
は
異
な
る
山
地
民
が
平
地
と
関
係
す
る
あ
り
方
が
、
椎
葉
村
の
人
々
の
土
地
に
対
す
る
思
想
と
共
通
し
て
い
る
こ
と
。

②
　
仏
教
に
追
わ
れ
て
隠
れ
た
古
来
の
神
々
の
末
裔
で
あ
る
山
人
の
、
山
神
山
人
の
伝
説
が
椎
葉
村
に
残
っ
て
い
る
こ
と
。

③
　
山
人
の
名
残
が
濃
厚
な
遊
動
的
な
椎
葉
村
の
生
活
形
態
に
、
平
地
の
定
住
民
に
は
な
い
協
同
自
助
の
実
践
を
見
た
こ
と
。

④
　
山
地
民
と
平
地
民
の
両
方
の
生
活
習
慣
を
も
つ
椎
葉
村
の
村
人
に
、
失
わ
れ
た
山
人
の
痕
跡
を
見
た
こ
と
。

問
5
　
本
文
の
内
容
に
合
う
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
解
答
の
順
序
は
問
わ
な
い
。�

サ

�

シ

①
　
柳
田
国
男
は
、「
妖
怪
」
は
自
然
世
界
そ
の
も
の
で
あ
り
、
真
の
仏
教
的
認
識
を
妨
げ
る
と
考
え
た
。

②
　
柳
田
国
男
は
、
古
来
の
神
々
が
仏
教
に
追
わ
れ
て
零
落
し
、
妖
怪
に
な
っ
た
と
考
え
た
。

③
　
柳
田
国
男
は
山
人
に
つ
い
て
興
味
を
持
ち
、「
共
同
幻
想
」
と
し
て
片
づ
け
ら
れ
る
伝
承
か
ら
実
態
を
解
明
し
た
。

④
　
柳
田
国
男
は
山
人
が
実
在
す
る
と
考
え
た
が
、
実
証
で
き
ず
、
つ
い
に
論
を
放
棄
し
た
。

⑤
　
柳
田
国
男
は
「
一
国
民
俗
学
」
に
よ
っ
て
、
当
時
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
後
押
し
さ
れ
て
「
一
つ
の
日
本
」
を
実
現
し
よ
う
と
し
た
。

⑥
　
柳
田
国
男
は
、
日
本
国
民
は
数
多
の
種
族
の
混
成
に
よ
り
形
成
さ
れ
た
と
考
え
て
い
た
。

2020_1_推薦基礎テスト_３国語_hw04.indd   8 2019/10/15   16:56



−　−21
〈国 8 〉

Ⅱ
次
の
1
〜
5
の
説
明
に
当
て
は
ま
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

1
　
明
治
時
代
末
に
文
壇
を
風
靡
し
た
自
然
主
義
文
学
に
対
し
て
反
対
す
る
立
場
を
と
っ
た
作
家
。�

ス

①
　
夏
目
漱
石
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
島
崎
藤
村
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
森
鷗
外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
永
井
荷
風

2
　『
白
樺
』
に
拠
っ
て
人
道
主
義
に
も
と
づ
い
た
作
品
を
発
表
し
た
作
家
。�

セ

①
　
志
賀
直
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
武
者
小
路
実
篤
　
　
　
　
　
　
③
　
有
島
武
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
国
木
田
独
歩

3
　
海
外
の
詩
作
品
を
紹
介
し
日
本
の
近
代
詩
に
影
響
を
与
え
た
訳
詩
集
。�

ソ

①
　
森
鷗
外
『
於
母
影
』
　
　
　
　
②
　
三
好
達
治
『
測
量
船
』
　
　
　
③
　
上
田
敏
『
海
潮
音
』
　
　
　
　
④
　
堀
口
大
学
『
月
下
の
一
群
』

4
　
敗
戦
後
の
混
乱
期
に
反
俗
、
反
社
会
、
反
道
徳
的
言
動
で
時
代
を
象
徴
し
、
無
頼
派
と
称
さ
れ
た
作
家
。�

タ

①
　
太
宰
治
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
横
光
利
一
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
織
田
作
之
助
　
　
　
　
　
　
　
④
　
坂
口
安
吾

5
　『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
い
っ
た
古
典
作
品
に
題
材
を
と
っ
た
芥
川
龍
之
介
の
作
品
。�

チ

①
　『
河
童
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　『
芋
粥
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　『
鼻
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　『
地
獄
変
』
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Ⅱ
次
の
1
〜
5
の
説
明
に
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は
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ら
な
い
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0

0

0

0
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れ
の
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。
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主
義
文
学
に
対
し
て
反
対
す
る
立
場
を
と
っ
た
作
家
。�

ス

①
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荷
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に
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て
人
道
主
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に
も
と
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た
作
品
を
発
表
し
た
作
家
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①
　
志
賀
直
哉
　
　
　
　
　
　
　
　
②
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路
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有
島
武
郎
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
国
木
田
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歩

3
　
海
外
の
詩
作
品
を
紹
介
し
日
本
の
近
代
詩
に
影
響
を
与
え
た
訳
詩
集
。�

ソ

①
　
森
鷗
外
『
於
母
影
』
　
　
　
　
②
　
三
好
達
治
『
測
量
船
』
　
　
　
③
　
上
田
敏
『
海
潮
音
』
　
　
　
　
④
　
堀
口
大
学
『
月
下
の
一
群
』

4
　
敗
戦
後
の
混
乱
期
に
反
俗
、
反
社
会
、
反
道
徳
的
言
動
で
時
代
を
象
徴
し
、
無
頼
派
と
称
さ
れ
た
作
家
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タ

①
　
太
宰
治
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　
横
光
利
一
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　
織
田
作
之
助
　
　
　
　
　
　
　
④
　
坂
口
安
吾

5
　『
今
昔
物
語
集
』
や
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
と
い
っ
た
古
典
作
品
に
題
材
を
と
っ
た
芥
川
龍
之
介
の
作
品
。�

チ

①
　『
河
童
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
②
　『
芋
粥
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
③
　『
鼻
』　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
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地
獄
変
』
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Ⅲ
次
の
1
〜
5
に
つ
い
て
、
適
切
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

1
　「
今
回
は
成
功
し
な
か
っ
た
が

を
期
し
た
い
と
思
う
」
の
空
所
に
当
て
は
ま
る
四
字
熟
語�

ツ

①
　
一
路
平
安
　
　
　
②
　
率
先
垂
範
　
　
　
③
　
牽
強
付
会
　
　
　
④
　
捲
土
重
来
　
　
　
⑤
　
表
裏
一
体

2
　「
朝
三
暮
四
」
の
意
味
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の�

テ

①
　
規
則
正
し
い
生
活
を
す
る
こ
と

②
　
う
ま
い
こ
と
を
言
っ
て
人
を
だ
ま
す
こ
と

③
　
決
定
事
項
が
す
ぐ
に
変
更
さ
れ
る
こ
と

④
　
少
し
ず
つ
着
実
に
成
長
し
て
い
く
こ
と

⑤
　
明
日
の
こ
と
は
予
想
で
き
な
い
こ
と

3
　
上
下
の
漢
字
の
関
係
が
異
な
る
も
の�

ト

①
　
渡
米
　
　
　
　
　
②
　
帰
宅
　
　
　
　
　
③
　
洗
顔
　
　
　
　
　
④
　
入
社
　
　
　
　
　
⑤
　
乗
馬

4
　
敬
語
の
誤
っ
た
使
い
方
を
含
む
も
の�

ナ

①
　
く
れ
ぐ
れ
も
お
気
を
つ
け
く
だ
さ
い
。

②
　
先
生
に
お
目
に
か
か
れ
る
の
を
楽
し
み
に
し
て
い
ま
す
。

③
　
私
か
ら
直
接
お
渡
し
い
た
し
ま
す
。

④
　
こ
の
電
車
に
は
ご
乗
車
で
き
ま
せ
ん
。

⑤
　
こ
ち
ら
の
書
類
で
す
ね
。
拝
見
し
ま
す
。
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−　−19
〈国10〉

5
　
活
用
の
種
類
が
異
な
る
動
詞�

二

①
　
見
る
　
　
　
　
　
②
　
切
る
　
　
　
　
　
③
　
起
き
る
　
　
　
　
④
　
降
り
る
　
　
　
　
⑤
　
生
き
る
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−　−19
〈国10〉

5
　
活
用
の
種
類
が
異
な
る
動
詞�

二

①
　
見
る
　
　
　
　
　
②
　
切
る
　
　
　
　
　
③
　
起
き
る
　
　
　
　
④
　
降
り
る
　
　
　
　
⑤
　
生
き
る
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−　−18
〈国11〉

Ⅳ
次
の
1
〜
5
の
傍
線
部
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
番
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。

1
　
旧
来
の
や
り
方
を
ボ
ク
シ
ュ
す
る
だ
け
で
は
展
望
は
開
け
な
い
。�

ヌ

①
　
シ
ン
ボ
ク
会
で
交
流
を
深
め
る
。

②
　
習
字
を
す
る
た
め
に
ボ
ク
ジ
ュ
ウ
を
準
備
す
る
。

③
　
最
近
の
政
治
家
に
は
コ
ウ
ボ
ク
と
し
て
の
意
識
が
低
い
人
が
多
い
。

④
　
社
会
の
不
正
を
ボ
ク
メ
ツ
し
た
い
。

⑤
　
彼
女
の
ジ
ュ
ン
ボ
ク
な
人
柄
が
す
ば
ら
し
い
。

2
　
気
宇
ソ
ウ
ダ
イ
な
構
想
を
ど
う
や
っ
て
実
現
す
る
か
話
し
あ
う
。�

ネ

①
　
冒
険
家
の
ソ
ウ
キ
ョ
を
祝
福
す
る
。

②
　
雇
用
を
ソ
ウ
シ
ュ
ツ
す
る
。

③
　
若
手
選
手
の
起
用
が
ソ
ウ
コ
ウ
し
て
勝
利
を
収
め
た
。

④
　
走
者
イ
ッ
ソ
ウ
の
ヒ
ッ
ト
を
放
つ
。

⑤
　
セ
ッ
ソ
ウ
な
く
意
見
を
変
え
る
人
間
は
信
用
で
き
な
い
。
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−　−17
〈国12〉

3
　
式
典
は
で
き
る
だ
け
カ
ン
ソ
に
し
た
い
。�

ノ

①
　
絵
画
教
室
で
ソ
ビ
ョ
ウ
の
基
礎
を
学
ぶ
。

②
　
幼
馴
染
み
と
い
つ
の
間
に
か
ソ
エ
ン
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

③
　
お
客
様
に
ソ
ソ
ウ
が
な
い
よ
う
気
を
配
る
。

④
　
無
謀
な
計
画
が
実
行
に
移
さ
れ
る
の
を
ソ
シ
す
る
。

⑤
　
災
害
に
対
し
て
適
切
な
ソ
チ
を
施
す
。

4
　
早
寝
早
起
き
を
レ
イ
コ
ウ
す
る
。�

ハ

①
　
夏
休
み
に
は
大
学
時
代
の
友
人
と
旅
行
す
る
の
が
コ
ウ
レ
イ
に
な
っ
て
い
る
。

②
　
あ
の
ピ
ア
ニ
ス
ト
は
文
筆
家
と
し
て
も
レ
イ
メ
イ
が
高
い
。

③
　
社
員
は
会
社
に
レ
イ
ゾ
ク
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

④
　
両
親
の
ゲ
キ
レ
イ
に
笑
顔
で
応
え
る
。

⑤
　
レ
イ
ギ
を
尽
く
し
て
海
外
か
ら
の
賓
客
を
お
迎
え
す
る
。

5
　
筋
力
が
付
い
て
き
た
の
で
、
少
し
ず
つ
フ
カ
を
増
や
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。�

ヒ

①
　
こ
の
カ
ダ
ン
な
処
置
に
よ
っ
て
困
難
な
状
況
を
乗
り
切
っ
た
。

②
　
彼
の
カ
ク
ウ
の
話
を
み
ん
な
信
じ
こ
ん
で
い
た
。

③
　
現
代
の
市
場
で
は
少
数
の
企
業
に
よ
る
カ
セ
ン
化
が
進
ん
で
い
る
。

④
　
注
文
し
て
い
た
本
を
ニ
ュ
ウ
カ
し
た
と
い
う
連
絡
が
入
っ
た
。

⑤
　
彼
は
力
の
カ
ゲ
ン
を
知
ら
な
い
。
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