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【
一
】
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

①

お
菓
子
と
い
う
の
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
や
社
交
儀
礼
と
お
な
じ
よ
う
に
、
そ
の
土
地
の
文
化
の

精
華

せ

い

か

の
ひ
と
つ
で
す
。
そ
れ
が
精
華
に
な
り
え
た
の
は
、
生
き
る
た
め

に
不
可
欠
な
食
べ
物
で
は
な
い
か
ら
、
社
会
関
係
や
文
化
の

潤
滑
油

じ
ゅ
ん
か
つ
ゆ

・
調
整
の
道
具
と
し
て
、
余
分
な
も
の

、
、
、
、
、
と
し
て
付
け
加
わ
っ
た
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
お
菓
子
は
、
地
位

や
権
力
だ
け
で
な
く
、
遊
び
や
し
ゃ
れ
っ
気
と
も
結
び
つ
く
の
で
す
。 

 

塩
や
水
な
し
に
人
間
は
生
き
ら
れ
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
塩
や
水
を
め
ぐ
っ
て
は
、
政
治
的
・
経
済
的
な
力
が
は
た
ら
き
ま
す
。
②

そ
れ
を
は
さ
ん
で
、
支
配
や

隷
属

れ
い
ぞ
く

と
い
う
関

係
が
生
ま
れ
る
の
で
す
。
た
と
え
ば
、
カ
ー
ル
・
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
と
い
う
ア
メ
リ
カ
の
中
国
研
究
者
は
、
水
を
治
め
る
こ
と
、
す
な
わ
ち

灌
漑

か
ん
が
い

・
水
利

す

い

り

こ
そ
が
、
ａ

セ
ン
セ
イ
主
義
的
な
国
家
の
起
源
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。
ま
た
「
塩
税
」
は
ど
こ
で
も
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
し
た
し
、
ロ
ー
マ
時
代
に
は
、
役
人
や
軍
人
に
支
給
さ
れ
る

俸
給

ほ
う
き
ゅ
う

と
し
て
、
塩
が
用
い
ら
れ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。【
Ａ
】 

 

し
か
し
、
甘
味
料

か
ん
み
り
ょ
う

つ
ま
り
砂
糖
は
、
香
辛
料

こ
う
し
ん
り
ょ
う

と
お
な
じ
よ
う
に
、
生
き
る
た
め
に
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
む
し
ろ
よ
り
良
く
生
き
る

、
、
、
、
、
、
、
た
め
に
必
要

な
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
甘
い
も
の
、
そ
し
て
お
菓
子
は
、
さ
し
あ
た
り
、
政
治
的
・
経
済
的
な
支
配
で
は
な
く
、
文
化
的
な
支
配
の
力
関
係
の
な
か
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。
文
化
的
な
価
値
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
人
々
は
甘
い
も
の
に
夢
中
に
な
る
の
で
す
。
そ
の
こ
と
を
ま
ず
押
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

そ
れ
か
ら
、
ケ
ー
キ(

フ
ラ
ン
ス
語
で
ガ
ト
ー)

に
せ
よ
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト(

シ
ョ
コ
ラ)

に
せ
よ
、
ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム(

グ
ラ
ス)

に
せ
よ
、
甘
い
も
の
は
、
肉
や
ご
飯
の
よ
う

に
主
菜
・
主
食
と
し
て
食
べ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
食
間
の
お
や
つ
と
か
食
後
の
デ
ザ
ー
ト
と
い
っ
た
、
食
事
体
系
の
す
み
っ
こ

、
、
、
、
に
追
い
や
ら
れ
て
い
ま
す
。
お
や
つ
も
デ

ザ
ー
ト
も
、
な
く
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の
で
す
が
、
な
い
と
寂
し
い
と
か
、
物
足
り
な
い
と
か
、
楽
し
さ
が
欠
け
る
と
か
、
そ
ん
な
思
い
に
な
る
で
し
ょ
う
。
ま
さ
に
画
③
睛

を
欠
く
の
で
す
。
ま
た
お
母
さ
ん
と
の
、
あ
る
い
は
恋
人
・
友
人
や
家
族
と
の
、
特
別
な
「
思
い
出
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
お
菓
子
も
、
少
な
く
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

す
み
っ
こ
に
あ
る
余
分
な
も
の
だ
か
ら
こ
そ
、
お
菓
子
に
は
、
生
活
に

甘
美

か

ん

び

な
う
る
お
い
を
与
え
、
幸
せ
な

感
興

か
ん
き
ょ
う

を
わ
き
お
こ
す
不
思
議
な
力
が
あ
る
の
で
す
し
、
ま

た
、
そ
う
し
た
力
を

発
揮

は

っ

き

さ
せ
る
よ
う
な
多
様
な
工
夫
が
、
た
え
ず
加
え
ら
れ
つ
づ
け
て
き
た
の
で
す
。【
Ｂ
】 

 

そ
し
て
こ
の
「
余
分
な
も
の
」
を
、
い
か
に

丹
精

た
ん
せ
い

込
め
て
つ
く
り
あ
げ
大
切
に
す
る
か
が
、
文
化
の
質
を
測
る
ひ
と
つ
の
基
準
と
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
し
か

も
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
歴
史
を

遡
さ
か
の
ぼ

っ
て
み
る
と
、
洗
練
さ
れ
た
お
菓
子
た
ち
は
、
い
つ
で
も
文
明
の

伝
播

で

ん

ぱ

ル
ー
ト
を
忠
実
に
伝
っ
て
、
文
明
度
の
高
い
と
こ
ろ
か
ら
低
い

と
こ
ろ
へ
、
東
か
ら
西
へ
、
西
か
ら
東
へ
と
、
各
地
に
甘
い
夢
を
運
ん
で
き
た
の
で
す
。 

 

お
菓
子
は
、
民
族
学
で
い
う
「
ハ
レ
」(

非
日
常
的
な
も
の)

と
「
ケ
」(

日
常
的
な
も
の)

と
い
う
区
分
で
は
、
古
代
か
ら
長
ら
く
「
ハⅠ

レ
」
の
食
べ
物
で
し
た
し
、
現
在

で
も
、
そ
の
な
ご
り
が
あ
り
ま
す
。
ク
リ
ス
マ
ス
ケ
ー
キ
、
ウ
エ
デ
ィ
ン
グ
ケ
ー
キ
、
ｂ

タ
ン
ジ
ョ
ウ
祝
い
の
ケ
ー
キ
、
復
活
祭
な
ど
の
祭
日
の
お
菓
子
な
ど
が
そ
れ
で
す
し
、

日
本
で
も
、
ち
ま
き
、
柏
餅

か
し
わ
も
ち

、
ひ
し
餅
な
ど
が
思
い
浮
か
び
、
東
西
両
世
界
の

符
合

ふ

ご

う

に
驚
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
最
近
で
は
、
バ
レ
ン
タ
イ
ン
デ
ー
の
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
も
そ
う

か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
【
Ｃ
】 

 

ま
た
、
こ
う
し
た
「
ハⅡ

レ
」
の
食
べ
物
で
あ
る
お
菓
子
は
、「
贈
り
物
」「
プ
レ
ゼ
ン
ト
」
「
手
み
や
げ
」
に
な
り
ま
す
。
誰
に
で
も

悦
よ
ろ
こ

ば
れ
ま
す
し
、
干
菓
子

ひ

が

し

な
ら
保

存
が
き
く
の
で
便
利
で
す
。 

 

さ
ら
に
、
お
菓
子
は
「
装
飾
」
が
と
こ
と
ん
可
能
で
、
そ
れ
が
許
さ
れ
て
い
ま
す
。
④

お
菓
子
ほ
ど
建
築
や
芸
術
に
近
い
食
べ
物
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
く
ら
芸
術
的
で
も
、

そ
れ
は
一
種
の
「
ま
が
い
も
の
」
で
、
す
ぐ
に
壊
さ
れ
、
食
べ
ら
れ
て
し
ま
う
も
の
で
は
あ
り
ま
す
が
、
他
の
食
べ
物
で
は
あ
ま
り
許
さ
れ
な
い
、
け
ば
け
ば
し
い
色
彩
や
ゴ

テ
ゴ
テ
し
た
飾
り
立
て
が
可
能
な
お
菓
子
は
、
「
洗
練
」
や
「
繊Ⅲ

細
」
と
い
っ
た
感
覚
と
親
和
的
で
、
ま
た
「
都
会
性
」
と
い
う
価
値
が
重
要
に
な
っ
て
き
ま
す
。
ｃ

田
舎

菓
子
も
悪
く
は
な
い
の
で
し
ょ
う
が
、
高
貴
さ
や

贅
沢

ぜ
い
た
く

、
洗
練
と
い
う
立
場
か
ら
は
価
値
が
下
が
り
ま
す
。
こ
の
最
後
の
点
は
、
西
洋
菓
子
と
り
わ
け
フ
ラ
ン
ス
菓
子
の

真
骨
頂

し
ん
こ
っ
ち
ょ
う

と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
【
Ｄ
】 

 

し
か
も
、
お
菓
子
は
も
う
ひ
と
つ
優
れ
た
特
徴
を
も
っ
て
い
ま
す
。
王
侯

お
う
こ
う

貴
族
の
よ
う
な
豪
華
な

館
や
か
た

や
、
華
美
な
衣
服
、
こ
の
う
え
な
い
贅
沢
な
食
事
は
、
庶
民

し
ょ
み
ん

に
は

と
て
も
手
が
届
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
最
高
級
の
贅
沢
な
「
お
菓
子
」
な
ら
、
誰
に
で
も
、
少
な
く
と
も
た
ま
に
は
手
に
入
る
の
で
す
。
そ
う
で
す
、
「
お
菓
子
」
と
い
う
食
卓

の
小
さ
な
宝
石
は
、
誰
で
も
口
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
が
ミ
ソ
な
の
で
す
。
最
高
の
贅
沢
品
で
あ
り
つ
つ
、
誰
に
で
も
開
か
れ
た
民
主
的
な
食
べ
物
、
こ
ん
な
ｄ

ス
テ

キ
な
食
べ
物
は
、
ほ
か
に
あ
り
ま
せ
ん
。 

（
池
上
俊
一
『
お
菓
子
で
た
ど
る
フ
ラ
ン
ス
史
』
よ
り
） 

 

問
一 

二
重
傍
線
部
ａ
～
ｄ
の
片
仮
名
を
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
①
「
お
菓
子
と
い
う
の
は
、
～ 

そ
の
土
地
の
文
化
の
精
華
の
ひ
と
つ
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
お
菓
子
が
そ
の
土
地
の
文
化
の
精
華
の
ひ
と
つ
に
な
る
と
は

ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
筆
者
の
考
え
が
示
さ
れ
て
い
る
本
文
を
用
い
て
、
七
十
字
以
内
で
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 

問
三 

傍
線
部
②
「
そ
れ
」
と
は
何
を
指
し
て
い
ま
す
か
。
本
文
中
か
ら
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

問
四 

次
の
一
文
を
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
箇
所
を
本
文
【
Ａ
】
～
【
Ｄ
】
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

あ
た
か
も
、
労
働
と
対
立
す
る
余
分
な
も
の
で
あ
る
遊
び
が
、
単
調
な
生
活
に
張
り
を
与
え
、
生
き
る
喜
び
を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
に
で
す
。 

問
五 

空
欄
③
に
入
る
四
字
熟
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア 

一
陽
来
復 

 
 

イ 

画
竜
点
睛 

 
 

ウ 

当
意
即
妙 

 
 

エ 

完
全
無
欠 
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問
六 

空
欄Ⅰ

～Ⅲ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
組
み
合
わ
せ
を
次
の
ア
～
ク
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

【 
Ⅰ

 

ケ 
 

 
Ⅱ

 

ケ 
 

 
Ⅲ
 

繊
細 

】 
 

 
 

オ 

【 
Ⅰ

 

ケ 
 
 

Ⅱ
 

ケ 
 
 

Ⅲ
 

素
朴 

】 
 

 
イ 
【 

Ⅰ
 

ケ 
 

 
Ⅱ

 

ハ
レ 

 
Ⅲ
 

素
朴 

】 
 

 
 

カ 

【 
Ⅰ

 

ケ 
 
 

Ⅱ
 

ハ
レ 

 
Ⅲ

 

繊
細 

】 
 

ウ 

【 
Ⅰ

 

ハ
レ 

 
Ⅱ

 

ハ
レ 

 
Ⅲ
 

繊
細 

】 
 

 
 

キ 

【 
Ⅰ

 

ハ
レ 

 
Ⅱ
 

ハ
レ 

 
Ⅲ

 

素
朴 

】 

エ 

【 
Ⅰ

 
ハ
レ 

 
Ⅱ

 

ケ 
 

 
Ⅲ
 

素
朴 

】 
 

 
 

ク 

【 
Ⅰ

 

ハ
レ 

 
Ⅱ
 

ケ 
 
 

Ⅲ
 

繊
細 

】 

問
七 

傍
線
部
④
「
お
菓
子
ほ
ど
建
築
や
芸
術
に
近
い
食
べ
物
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、
建
築
や
芸
術
と
は
異
な
る
、
筆
者
が
評
価
し
て
い
る
お
菓
子
の
特
徴
は
何

で
す
か
。
解
答
欄
に
続
く
よ
う
に
十
八
字
で
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

 

 

【
二
】
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

     

昼
食
を
終
え
て
二
人
は
岩
の
上
で
少
し
昼
寝
を
し
た
。 

六
郎
は
眠
れ
な
か
っ
た
。
胸
元
で
浩
太
の
①

寝
息
が
聞
こ
え
た
。 

六
郎
の
胸
の
上
に
浩
太
の
②

ち
い
さ
な
指
が
か
か
っ
て
い
る
。
い
つ
か
こ
の
指
が
大
人
の
男
の
指
に
な
る
の
だ
ろ
う
と
思
っ
た
。
そ
の
時
は
自
分
は
こ
の
世
に
い
な
い
。
浩

太
が
ど
ん
な
大
人
に
な
る
か
見
て
み
た
い
気
が
す
る
。
六
郎
は
独
り
で
生
き
て
き
た
こ
と
を
少
し
ａ

コ
ウ
カ
イ
し
た
。 

―
―
い
や
、
そ
の
か
わ
り
に
こ
の
子
に

逢あ

え
た
。 

親
方
の
言
葉
が
ま
た
聞
こ
え
て
き
た
。 

『
玉
鋼

た
ま
は
が
ね

と
同
じ
も
ん
が
お
ま
え
の
身
体
の
中
に
も
あ
る
。
玉
鋼
の
よ
う
に
い
ろ
ん
な
も
ん
が
集
ま
っ
て
一
人
前
に
な
る
も
ん
じ
ゃ
。
鍛
冶
の
仕
事
に
は
何
ひ
と
つ
無
駄
な
も

ん
は
な
い
。
と
に
か
く
丁
寧
に
仕
事
を
や
っ
て
い
け
』 

親
方
の
言
葉
が
耳
の
底
に
響
い
た
。 

玉
鋼
は
鋼
の
最
上
の
も
の
で
あ
る
。
ち
い
さ
な
砂
鉄
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
集
め
て
玉
鋼
は
生
ま
れ
る
。
親
方
は
ち
い
さ
な
も
の
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
ひ
と
つ
ひ
と
つ
集
め
た
も

の
が
一
番
強
い
と
い
う
こ
と
を
少
年
の
六
郎
に
言
っ
て
聞
か
せ
た
。
そ
の
時
は
親
方
の
話
の
意
味
が
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
十
年
、
二
十
年
、
三
十
年
と
続
け
て
行

く
う
ち
に
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
一
日
一
日
も
砂
鉄
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
…
…
。 

浩
太
が
目
を
覚
ま
し
た
。 

「
浩
太
、
鋼
は
何
か
ら
で
き
る
か
知
っ
と
る
や
」 

「
鉄
鉱
石
」 

「
そ
う
じ
ゃ
。
他
に
は
」 

 

浩
太
が
③

首
を
か
し
げ
た
。 

「
な
ら
そ
れ
を
見
せ
て
や
ろ
う
。
靴
を
脱
い
で

裸
足

は

だ

し

に
な
れ
」 

六
郎
は
浩
太
を
連
れ
て

滝た

き

壺つ

ぼ

の
脇
の
流
れ
が
ｂ

緩
や
か
な
水
に
膝
ま
で
入
り
、
底
の
砂
を
両
手
で

掬す

く

い
上
げ
た
。
そ
う
し
て
④

両
手
を
器
の
よ
う
に
し
て
砂
を
洗
い
出
し

た
。
浩
太
は
六
郎
の
大
き
な
手
の
中
の
砂
を
の
ぞ
き
こ
ん
で
い
る
。
や
が
て
六
郎
の
手
の
中
に
き
ら
き
ら
と
光
る
粒
が
残
っ
た
。
六
郎
は
そ
の
光
る
粒
を
指
先
に
つ
ま
ん
で
浩

太
に
見
せ
た
。 

「
こ
れ
が
砂
鉄
じ
ゃ
。
こ
の
砂
鉄
を
集
め
て
火
の
中
に
入
れ
て
や
る
と
鋼
が
で
き
る
」 

「
ぼ
く
に
も
見
つ
け
ら
れ
ま
す
か
」 

「
あ
あ
で
き
る
と
も
。
や
っ
て
み
ろ
」 

 

浩
太
は
ズ
ボ
ン
が
濡
れ
る
の
も
か
ま
わ
ず
水
の
中
か
ら
砂
を
掬
い
上
げ
る
と
両
手
の
中
で
洗
う
よ
う
に
し
た
。
浩
太
の
ち
い
さ
な
手
に
砂
鉄
が
数
粒
残
っ
た
。 

「
あ
っ
た
、
あ
っ
た
。
砂
鉄
が
あ
っ
た
」 

 

浩
太
が
嬉
し
そ
う
に
声
を
上
げ
、
六
郎
を
見
返
し
た
。 

「
そ
れ
は

真
砂

ま

さ

ご

砂
鉄
と
言
う
一
等
上
等
な
砂
鉄
じ
ゃ
。
こ
の
あ
た
り
に
し
か
な
い
。
※
１

か
な
や
ご
さ
ん
が
こ
の
土
地
に
下
さ
っ
た
も
ん
じ
ゃ
。
そ
の
砂
鉄
を
あ
の
岩
ほ
ど
集

め
て
、
こ
れ
だ
け
の
玉
鋼
が
で
き
る
」 

 

六
郎
は
先
刻
ま
で
二
人
が
座
っ
て
い
た
大
岩
を
指
さ
し
、
⑤

両
手
で
鋼
の
大
き
さ
を
教
え
た
。 

「
あ
の
岩
ほ
ど
集
め
て
、
そ
れ
だ
け
の
鋼
し
か
と
れ
な
い
ん
で
す
か
」 

昭
和
二
十
三
年
八
月
。
浩
太
は
、
鍛
冶

か

じ

職
人
の
老
人
六
郎
の
も
と
に
、
毎
日
通
う
よ
う
に
な
っ
た
。
六
郎
の
仕
事
を
見
る
う
ち
に
、
浩
太
は
中
学
に
進
学
せ

ず
に
鍛
冶
屋
に
な
る
思
い
を
強
め
て
い
く
。
そ
ん
な
浩
太
に
困
っ
た
母
親
と
担
任
の
先
生
は
、
鍛
冶
屋
に
な
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
る
よ
う
、
六
郎
に
説
得
を
頼

む
こ
と
し
た
。
し
か
し
、
よ
い
考
え
の
浮
か
ば
な
い
六
郎
は
、
か
つ
て
自
分
の
親
方
に
さ
れ
た
の
と
同
じ
話
を
同
じ
場
所
で
し
て
み
よ
う
と
、
浩
太
を
誘
っ
て

登
山
に
出
か
け
た
の
だ
っ
た
。 
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「
そ
う
じ
ゃ
。
そ
の
か
わ
り
鋼
を
鍛
え
て
刀
に
仕
上
げ
れ
ば
ど
ん
な
も
の
よ
り
強
い
刀
が
で
き
る
。
ど
ん
な
に
強
い
刀
も
、
こ
の
砂
鉄
の
一
粒
が
生
ん
ど
る
」 

「
な
ら
砂
鉄
が
一
番
大
事
な
も
の
で
す
ね
」 

「
そ
う
じ
ゃ
。
砂
鉄
は
⑥

ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
ち
い
さ
い
が
集
ま
れ
ば
大
き
な
力
に
な
る
。
こ
の
砂
鉄
と
同
じ
も
ん
が
、
浩
太
の
身
体
の
中
に
あ
る
」 

「
ぼ
く
の
身
体
の
中
に･

･
･
･
･
･

」 

「
ど
ん
な
に
大
変
そ
う
に
見
え
る
も
ん
で
も
、
今
は
す
ぐ
に
で
き
ん
で
も
ひ
と
つ
ひ
と
つ
丁
寧
に
集
め
て
い
け
ば
い
つ
か
必
ず
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
わ
し
の
Ａ

親
方
が
そ
う

言
う
た
」 

「
ぼ
く
も
、
ぼ
く
の
親
方
の
よ
う
に
い
つ
か
な
れ
る
ん
で
す
ね
」 

「･
･
･
･
･･

」 

 

六
郎
は
浩
太
の
言
葉
に
⑦

口
ご
も
っ
た
。 

「
浩
太
、
わ
し
だ
け
が
お
ま
え
の
Ｂ

親
方
で
は
な
い
」 

「
ど
う
し
て
で
す
か
。
ぼ
く
の
Ｃ

親
方
は
あ
な
た
だ
け
で
す
。
Ｄ

親
方
だ
け
で
す
」 

 

浩
太
の
顔
が
半
べ
そ
を
か
き
そ
う
に
な
っ
て
い
た
。
六
郎
は
浩
太
の
頭
を

撫な

で
た
。 

 

二
人
は
滝
を
離
れ
る
と
、
※
２

青
煙
の
ｃ

中
腹
ま
で
登
っ
た
。
そ
こ
か
ら
中
国
山
地
の
美
し
い
ｄ

チ
ョ
ウ
ボ
ウ
を
ひ
と
し
き
り
な
が
め
て
下
山
し
た
。 

 

登
山
口
の
バ
ス
停
で
二
人
は
並
ん
で
バ
ス
を
待
っ
た
。
六
郎
は
バ
ス
の
く
る
方
角
を
見
て
い
た
。 

「
親
方
、
今
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
」 

 

浩
太
が
ぽ
つ
り
と
言
っ
て
お
辞
儀
を
し
た
。 

「
ど
う
し
た
ん
じ
ゃ
急
に
、
礼
な
ぞ
水
臭
い
」 

 

六
郎
は
う
つ
む
い
て
い
る
浩
太
を
見
て
、
思
い
出
し
た
よ
う
に
ポ
ケ
ッ
ト
の
中
を
探
っ
た
。
そ
う
し
て
ち
い
さ
な
石
を
浩
太
に
差
し
出
し
た
。 

「
滝
の
そ
ば
で
拾
う
た
。
み
や
げ
に
持
っ
て
行
け
」 

 

そ
れ
は
鉄
鉱
石
だ
っ
た
。
浩
太
は
石
を
じ
っ
と
見
て
い
た
。 

「
い
つ
か
お
ま
え
が
大
き
ゅ
う
な
っ
た
ら
、
こ
の
山
を
も
う
一
度
登
る
と
え
え
。
そ
ん
時
は
誰
か
を
連
れ
て
行
っ
て
、
あ
の
滝
を
見
せ
て
や
れ
。
山
も
滝
も
ず
っ
と
待
っ
て
く

れ
と
る
。
き
っ
と
お
ま
え
は･

･
･
･
･
･

」 

 

六
郎
が
言
い
か
け
る
前
に
浩
太
が
六
郎
の
胸
に
飛
び
込
ん
で
き
た
。
嗚
咽

お

え

つ

が
聞
こ
え
た
。
し
が
み
つ
い
た
手
が
震
え
て
い
た
。
オ
、
ヤ
、
カ
、
タ･

･
･
･
･
･

。
途
切
れ
途
切

れ
に
声
が
聞
こ
え
た
。 

 

―
―
こ
の
子
は
今
日
の
山
登
り
を
何
の
た
め
に
し
た
の
か
、
初
め
っ
か
ら
わ
か
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
ん
。 

 

そ
う
思
う
と
泣
き
じ
ゃ
く
る
浩
太
の
背
中
の
ふ
く
ら
み
が
い
と
お
し
く
思
え
た
。 

（
伊
集
院
静
『
親
方
と
神
様
』
よ
り
） 

注 

※
１ 

か
な
や
ご
さ
ん･

･
･

鉄
造
り
の
神
で
あ
る

金
屋
子
神

か

な

や

ご

か

み

の
こ
と
。 

 
 

※
２ 

青
煙･

･
･

青
煙
峠
。
山
の
名
。 

 

問
一 

二
重
傍
線
部
ａ
～
ｄ
の
片
仮
名
を
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。 

問
二 

傍
線
部
①
「
寝
息
」、
②
「
ち
い
さ
な
」
の
品
詞
名
を
次
の
ア
～
カ
の
中
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

ア 

名
詞 

 
 

イ 

動
詞 

 
 

ウ 

形
容
詞 

 
 

エ 

形
容
動
詞 

 
 

オ 

副
詞 

 
 

カ 

連
体
詞 

問
三 

傍
線
部
③
「
首
を
か
し
げ
た
」
と
き
の
浩
太
の
気
持
ち
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

ば
か
に
さ
れ
て
く
や
し
い
気
持
ち
。 

 
 

 
 

イ 

未
知
と
の
出
合
い
を
喜
ぶ
気
持
ち
。 

ウ 

答
え
ら
れ
な
く
て
恥
ず
か
し
い
気
持
ち
。 

 
 

エ 

他
に
思
い
つ
か
ず
不
思
議
に
思
う
気
持
ち
。 

 

問
四 

傍
線
部
④
「
両
手
を
器
の
よ
う
に
し
て
砂
を
洗
い
出
し
た
」
の
は
、
何
の
た
め
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
、
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。 

問
五 

傍
線
部
⑤
「
両
手
で
鋼
の
大
き
さ
を
教
え
た
」
と
き
の
、
手
の
動
き
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

ア 

両
腕
を
伸
ば
し
て
大
き
く
動
か
す
。 

イ 

さ
や
か
ら
刀
を
抜
く
よ
う
に
動
か
す
。 

 

ウ 

神
に
鋼
を
さ
さ
げ
る
よ
う
に
両
手
を
天
に
あ
げ
る
。 

エ 

体
積
を
表
す
よ
う
に
手
の
ひ
ら
同
士
を
近
づ
け
る
。 

問
六 

傍
線
部
⑥
「
ひ
と
つ
ひ
と
つ
は
ち
い
さ
い
が
集
ま
れ
ば
大
き
な
力
に
な
る
」
と
同
じ
内
容
の
部
分
を
本
文
中
か
ら
、
三
十
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 
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問
七 

波
線
部
Ａ
～
Ｄ
「
親
方
」
の
中
で
、
六
郎
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
も
の
は
ど
れ
か
。
Ａ
～
Ｄ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

問
八 
傍
線
部
⑦
「
口
ご
も
っ
た
」
の
は
な
ぜ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

ア 
浩
太
は
周
囲
に
反
対
さ
れ
、
鍛
冶
屋
に
な
れ
る
可
能
性
が
低
い
だ
ろ
う
か
ら
。 

イ 

浩
太
の
こ
と
を
大
人
に
な
る
ま
で
見
守
っ
て
や
れ
な
い
こ
と
を
思
い
出
し
た
か
ら
。 

 
 

 

ウ 

浩
太
が
予
想
外
に
う
れ
し
い
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
て
、
思
わ
ず
照
れ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。 

 
 

 

エ 

浩
太
は
慕
っ
て
く
れ
い
て
い
る
が
、
自
分
は
そ
れ
ほ
ど
立
派
な
人
間
で
は
な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
。 

問
九 

本
文
中
の
表
現
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

ア 

手
が
小
さ
い
と
い
う
描
写
か
ら
、
浩
太
が
ま
だ
幼
い
少
年
で
あ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。 

イ 

現
在
の
会
話
を
「 

 

」
で
表
し
、
過
去
の
会
話
は
『 

 

』
で
表
す
こ
と
で
、
回
想
場
面
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 
 

 

ウ 

「
―
―
」
の
後
に
、
六
郎
が
考
え
た
こ
と
を
書
く
こ
と
で
、
口
に
は
出
さ
な
い
浩
太
へ
の
思
い
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

 

エ 

バ
ス
停
は
、
未
来
へ
の
出
発
地
で
あ
り
、
今
後
も
二
人
が
共
に
人
生
を
歩
ん
で
い
け
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。 

  

【
三
】
次
の
古
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

今
は
昔
、
Ａ

唐
に
、
Ｂ

孔
子
、
道
を
①

行
き
給
ふ
に
、
八
つ
ば
か
り
な
る
童
ａ

あ
ひ
ぬ
。
孔
子
に
②

問
ひ
申
す
や
う
、
「
日
の
入
る
所
と
※
１

洛
陽
と
、
ｂ

い
づ
れ
か
遠
き
」
と
。

孔
子
い
ら
へ
給
ふ
や
う
、
「
日
の
入
る
所
は
遠
し
。
洛
陽
は
近
し
」
。
童
の
ｃ

申
す
や
う
、
「
日
の
出
で
入
る
所
は
見
ゆ
。
洛
陽
は
ま
だ
見
ず
。
さ
れ
ば
日
の
出
づ
る
所
は
近

し
。
洛
陽
は
遠
し
と
思
ふ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
Ｃ

孔
子
、
か
し
こ
き
童
な
り
と
感
じ
給
ひ
け
る
。
「
孔
子
に
は
か
く
物
問
ひ
か
く
る
人
も
な
き
に
、
か
く
問
ひ
け
る
は
、
た
だ

者
に
は
あ
ら
ぬ
な
り
け
り
」
と
ぞ
人
い
ひ
（ 

Ｄ 

）
。 

(

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
よ
り)

 

注 

※
１ 

洛
陽 

… 

中
国
周
代
の
首
都
。 

 問
一 

二
重
傍
線
部
ａ
「
あ
ひ
ぬ
」
ｂ
「
い
づ
れ
」
ｃ
「
申
す
や
う
」
の
読
み
を
、
全
て
ひ
ら
が
な
の
現
代
仮
名
遣
い
で
答
え
な
さ
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
①
「
行
き
」
②
「
問
ひ
申
す
」
の
主
語
は
誰
で
す
か
。
文
中
の
語
で
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。 

問
三 

傍
線
部
Ａ
「
唐
」
の
読
み
方
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

ア 

て
ん
じ
く 

 

イ 

も
ろ
こ
し 

 

ウ 

ほ
ん
ち
ょ
う 

 

エ 

ほ
う
ら
い 

問
四 

傍
線
部
Ｂ
「
孔
子
」
の
言
動
が
載
っ
て
い
る
書
物
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

ア 

三
国
志
演
義 

 
 

イ 

水
滸
伝 

 
 

ウ 

西
遊
記 

 
 
 

エ 

論
語 

問
五 

傍
線
部
Ｃ
「
孔
子
、
か
し
こ
き
童
な
り
と
感
じ
給
ひ
け
る
」
と
あ
る
が
、
孔
子
は
何
に
感
心
し
た
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

ア 

童
の

図
々

ず
う
ず
う

し
い
言
動
。 

 

イ 

童
の
核
心
を
突
く
発
言
。 

 

ウ 

童
の
論
理
的
な
説
明
。 

 

エ 

童
の
小
賢
し
い
発
想
。 

問
六 

空
欄
（ 

Ｄ 

）
に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

ア 

け
ら 

 
 

イ 

け
り 

 
 

ウ 

け
る 

 
 

エ 

け
れ 
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生
徒
「
二
十
四
節
気
で
秋
に
区
分
さ
れ
る
も
の
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。
」 

先
生
「
寒
露
と
処
暑
と
霜
降
と
立
秋
、
そ
れ
か
ら
白
露
。
あ
と
秋
分
で
す
ね
。
」 

生
徒
「
そ
の
六
つ
で
全
部
で
す
か
。」 

先
生
「
は
い
。
順
番
は
ば
ら
ば
ら
で
す
が
、
こ
の
六
つ
が
秋
に
区
分
さ
れ
て
い
ま
す
よ
。」 

生
徒
「
あ
と
、
こ
の
漢
字
の
読
み
方
を
教
え
て
く
だ
さ
い
。」 

先
生
「
そ
れ
は
ボ
ウ
シ
ュ
（
芒
種
）
と
ケ
イ
チ
ツ
（
啓
蟄
）
と
読
み
ま
す
ね
。
」 

生
徒
「
芒
種
と
小
暑
は
、
夏
に
区
分
さ
れ
ま
す
か
。」 

先
生
「
は
い
。
」 

生
徒
「
大
寒
と
大
雪
と
冬
至
は
、
冬
で
す
か
。
」 

先
生
「
は
い
、
冬
に
区
分
さ
れ
ま
す
。
」 

【
四
】
次
の
資
料
Ａ
・
Ｂ
・
Ｃ
を
活
用
し
て
、
二
十
四
節
気
が
正
し
い
順
番
に
な
る
よ
う
に
①
～
⑤
に
入
る
語
句
を
そ
れ
ぞ
れ
答
え
な
さ
い
。 

※
二
十
四
節
気
と
は
、
旧
暦
（
太
陰
太
陽
暦
）
で
、
季
節
を
示
す
の
に
用
い
る
語
の
こ
と
で
あ
る
。 

 
［二
十
四
節
気
］ 

立
春
・（
①
）
・
啓
蟄
・
春
分
・清
明
・穀
雨
・
立
夏
・小
満
・芒
種
・
（②
）
・小
暑
・大
暑
・ 

立
秋
・
処
暑
・白
露
・
（③
）・
寒
露
・霜
降
・
（④
）・
小
雪
・（
⑤
）
・冬
至
・小
寒
・
大
寒 

    
 

                        

【
五
】
次
の
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

問
一 

①
～
⑩
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。 

① 

秋
の
味
覚
を
マ
ン
キ
ツ
す
る
。 

 
 

② 

天
下
ム
ソ
ウ
の
怪
力
。 
 
 

 

③ 

船
の
カ
ン
パ
ン
で
風
に
当
た
る
。 

④ 

戦
争
の
ギ
セ
イ
に
な
る
。 

 

⑤ 

高
温
タ
シ
ツ
な
国
に
行
く
。 

 
 

 

⑥ 

害
虫
を
ゼ
ツ
メ
ツ
す
る
。 

 
 

⑦ 

麦
の
シ
ュ
ウ
カ
ク
の
時
期
。 

 
 

⑧ 

発
言
を
テ
イ
セ
イ
す
る
。 

⑨ 

ジ
ョ
ウ
ダ
ン
を
言
っ
て
笑
わ
せ
る
。 

⑩ 

豪
族
の
コ
フ
ン
を
見
学
す
る
。 

問
二 

次
の
①
・
②
は
類
義
語
、
③
・
④
は
対
義
語
が
完
成
す
る
よ
う
に 

に
入
る
漢
字
一
字
を
答
え
な
さ
い
。 

① 

突
然 

＝ 

突 
 

 

② 

応
援 

＝ 
 

援 
 

 

③ 

倹
約 

↔
 

 

費 
 
 
 

④ 

保
守 

↔
 

 

新 

問
三 

次
の
①
～
⑤
の
四
字
熟
語
の 

に
当
て
は
ま
る
数
を
全
て
足
し
て
、
算
用
数
字
で
答
え
な
さ
い
。 

① 
 

里
霧
中 

 
 

 
 
 

② 
 

束
三
文 

 
 
 

 

③ 
 

苦
八
苦 

 
 
 
 

 

④ 

千
載 

遇 
 

 

⑤ 

傍
目

お

か

め 

目 

問
四 

次
の
①
・
②
の
こ
と
わ
ざ
と
反
対
の
意
味

、
、
、
、
、
を
も
つ
こ
と
わ
ざ
を
後
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

① 

急せ

い
て
は
事
を
仕
損
ず
る 
 

② 

君
子
危
う
き
に
近
寄
ら
ず 

 
 

 

ア 

君
子
は
器
な
ら
ず 

 

イ 

泣
き
面
に
蜂 

 

ウ 

先
ん
ず
れ
ば
人
を
制
す 

 

エ 

人
を
見
た
ら
泥
棒
と
思
え 

 

オ 

虎
穴
に
入
ら
ず
ん
ば
虎
子
を
得
ず 

問
五 

次
の
文
は
い
く
つ
の
文
節
・
単
語
か
ら
で
き
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
ぞ
れ
算
用
数
字
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

い
つ
も
穏
や
か
な
声
で
話
す
彼
は
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
か
ら
信
頼
さ
れ
て
い
る
。 

問
六 

次
の
文
の
傍
線
部
と
同
じ
用
法
の
も
の
を
後
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

こ
の
部
屋
は
、
僕
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。 

 
 

 

ア 

腹
痛
で
学
校
を
休
む
こ
と
に
な
っ
た
。 

 
 
 

 
 

イ 

祖
父
は
、
教
員
で
あ
っ
た
。 

 
 

 

ウ 

大
好
き
な
自
転
車
で
通
学
で
き
て
う
れ
し
い
。 

 
 

エ 

大
好
物
が
あ
る
と
知
り
、
喜
ん
で
家
に
帰
っ
た
。 

問
題
は
以
上
で
す 

小
満 

草
木
が
茂
っ
て
天
地
に
満
ち
る
。 

処
暑 

暑
さ
も
峠
を
越
し
、
よ
う
や
く
涼
風
が
立
ち
始
め
る
。 

秋
分 

昼
夜
の
時
間
が
ほ
ぼ
等
し
く
な
る
。
秋
の
彼
岸
の
中
日
に
あ
た
る
。 

大
暑 

一
年
で
最
も
暑
気
が
厳
し
い
。 

立
冬 

暦
の
上
で
は
こ
の
日
か
ら
冬
に
入
る
。 

小
雪 

寒
風
が
吹
き
始
め
、
山
地
に
は
雪
が
ち
ら
つ
く
よ
う
に
な
る
。 

夏
至 

北
半
球
で
は
一
年
で
最
も
昼
が
長
く
、
夜
が
短
く
な
る
。 

寒
露 

草
木
に
お
く
露
も
こ
と
さ
ら
冷
た
く
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。 

 

冬 

 
 
 

 
 

 
 

   

…
… 

大寒 現在の１月 20日ごろ。 

 

 

春 

立春 現在の２月４日ごろ。 

雨水 現在の２月 19日ごろ。 

啓蟄 現在の３月６日ごろ。 

春分 現在の３月 21日ごろ。 

清明 現在の４月５日ごろ。 

穀雨 現在の４月 20日ごろ。 

 

夏 

立夏 現在の５月６日ごろ 

    

…
… 

資
料
Ｂ 

資
料
Ｃ 

 

資
料
Ａ 


