
2018KN1A-01-001

注　意　事　項

1 試験開始の合図があるまで，この問題冊子の中を見てはいけない。

2 この問題冊子は 28 ページである。  

 試験中に問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁及び汚れ等に気付いた場合は，手を挙げて

監督者に知らせること。

3 試験開始の合図前に，監督者の指示に従って，解答用紙の該当欄に以下の内容をそれぞれ正しく

記入し，マークすること。

・①氏名欄  

 氏名を記入すること。

・②受験番号，③生年月日，④受験地欄  

 受験番号，生年月日を記入し，さらにマーク欄に受験番号（数字），生年月日（年号・数字）， 

受験地をマークすること。

4 受験番号，生年月日，受験地が正しくマークされていない場合は，採点できないことがある。

5 解答は，解答用紙の解答欄にマークすること。例えば， 10 と表示のある解答番号に対して

2と解答する場合は，次の（例）のように解答番号 10の解答欄の 2にマークすること。

6 問題冊子の余白等は適宜利用してよいが，どのページも切り離してはいけない。

7 試験終了後，問題冊子は持ち帰ってよい。

（例） 解答
番号 解　　　答　　　欄

10 1　 2　 3　 4　 5

第 1 回

国　　　　　語平成 30 年度 （50分）
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次
の
問
1
〜
問
7
に
答
え
よ
。

問
1　

ア
、
イ
の
傍
線
部
の
漢
字
の
正
し
い
読
み
を
、
次
の
各
群
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

1

・

2

。

ア　

責
任
者
に
決
定
を
委
ね
る
。　
　

1　

ゆ
だ

2　

た
ば

3　

そ
こ

4　

た
ず

5　

つ
ら

イ　

羨
望
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
る
。　
　

1　

そ
ん
ぼ
う

2　

ぜ
ん
ぼ
う

3　

え
ん
ぼ
う

4　

た
ん
ぼ
う

5　

せ
ん
ぼ
う

問
2　

傍
線
部
に
あ
た
る
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
用
い
る
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

3

。

見
事
な
仕
上
が
り
に
カ
イ
シ
ン
の
笑
み
を
浮
か
べ
る
。　
　

1　

ア
ラ
タ
め
て
出
直
す
。

2　

コ
コ
ロ
ヨ
く
引
き
受
け
る
。

3　

イ
チ
ゴ
イ
チ
エ
の
精
神
を
大
切
に
す
る
。

4　

母
は
カ
イ
ホ
ウ
的
な
性
格
だ
。

5　

町
内
を
ジ
ュ
ン
カ
イ
す
る
。

1

1

⎩―――⎨―――⎧

2

⎩―――⎨―――⎧

⎩―――⎨―――⎧

国語
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（
解
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1

 

〜 
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）

002



2018KN1A-01-―　　―2

問
3　

次
の
文
の
内
容
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

4

。

水
稲
栽
培
は
、
紀
元
前
一
〇
〇
〇
年
頃
に
九
州
北
部
で
始
ま
り
、
近
畿
地
方
に
広
ま
る
ま
で
に
三
〇
〇
〜
四
〇
〇
年
、
関
東
南
部
に
広
ま
る
ま
で
に
は
七
〇
〇
〜
八

〇
〇
年
を
要
し
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

 

（
溝
口
優
司『
ア
フ
リ
カ
で
誕
生
し
た
人
類
が
日
本
人
に
な
る
ま
で
』に
よ
る
。）

1　

近
畿
地
方
に
水
稲
栽
培
が
広
ま
っ
た
の
は
紀
元
前
七
〇
〇
〜
六
〇
〇
年
頃
で
あ
り
、
関
東
南
部
に
水
稲
栽
培
が
広
ま
っ
た
の
は
紀
元
前
三
〇
〇
〜
二
〇
〇
年
頃
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

2　

近
畿
地
方
に
水
稲
栽
培
が
広
ま
っ
た
の
は
紀
元
前
四
〇
〇
〜
三
〇
〇
年
頃
で
あ
り
、
関
東
南
部
に
水
稲
栽
培
が
広
ま
っ
た
の
は
紀
元
前
八
〇
〇
〜
七
〇
〇
年
頃
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。

3　

近
畿
地
方
に
水
稲
栽
培
が
広
ま
っ
た
の
は
紀
元
前
一
四
〇
〇
〜
一
三
〇
〇
年
頃
で
あ
り
、
関
東
南
部
に
水
稲
栽
培
が
広
ま
っ
た
の
は
紀
元
前
一
八
〇
〇
〜
一
七
〇
〇

年
頃
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

4　

近
畿
地
方
に
水
稲
栽
培
が
広
ま
っ
た
の
は
今
か
ら
三
〇
〇
〜
四
〇
〇
年
前
頃
で
あ
り
、
関
東
南
部
に
水
稲
栽
培
が
広
ま
っ
た
の
は
今
か
ら
七
〇
〇
〜
八
〇
〇
年
前
頃

で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

5　

近
畿
地
方
に
水
稲
栽
培
が
広
ま
っ
た
の
は
今
か
ら
一
三
〇
〇
〜
一
四
〇
〇
年
前
頃
で
あ
り
、
関
東
南
部
に
水
稲
栽
培
が
広
ま
っ
た
の
は
今
か
ら
一
七
〇
〇
〜
一
八
〇

〇
年
前
頃
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

国語
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問
4　

傍
線
部
と
意
味
・
用
法
が
同
じ
で
あ
る
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

5

。

頼
り
な
く
見
え
る
が
実
力
は
あ
る
。　
　

1　

私
は
春
が
待
ち
遠
し
い
。

2　

ゆ
っ
た
り
と
川
が
流
れ
る
。

3　

彼
は
魚
が
食
べ
ら
れ
な
い
。

4　

う
そ
の
よ
う
だ
が
こ
れ
は
本
当
だ
。

5　

も
う
す
ぐ
日
が
暮
れ
る
。

問
5　

空
欄
に
一
文
字
を
補
う
と
、「
そ
の
事
柄
に
つ
い
て
専
門
で
な
い
人
」と
い
う
意
味
の
熟
語
に
な
る
。
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
漢
字
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ

選
べ
。
解
答
番
号
は

6

。

門
外

　
　

1　

官

2　

漢

3　

観

4　

看

5　

肝

⎩―――⎨―――⎧

⎩―――⎨―――⎧

国語
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問
6　

次
の
傍
線
部
と
文
法
的
意
味
が
同
じ
も
の
を
、
後
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

7

。

彼
の
こ
と
は
知
ら
な
い
。

1　

三や
よ
ひ月

ば
か
り
に
も
な
り
ぬ
。 

（
蜻
蛉
日
記
）

2　

必
ず
、
先
立
ち
て
死
ぬ
。 

（
方
丈
記
）

3　

こ
こ
は
け
し
き
あ
る
所
な
め
り
。
ゆ
め
寝い

ぬ
な
。（
更
級
日
記
）

4　

雨
、
い
た
く
降
り
ぬ
べ
し
。 

（
源
氏
物
語
）

5　

春
や
昔
の
春
な
ら
ぬ
。 

（
伊
勢
物
語
）

国語
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問
7　

古
語
の「
あ
や
し
」に
は
、「
普
通
で
な
い
、
変
だ
」、「
粗
末
だ
」、「
身
分
が
低
い
」な
ど
の
意
味
が
あ
る
。
次
の
文
中
の
傍
線
部
の
意
味
を
判
断
す
る
と
き
の
考
え
方
に
つ

い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

8

。

利
仁
来
て
い
ふ
や
う
、（
利
仁
）「
い
ざ
さ
せ
給
へ
。
湯ゆ

浴あ

み
に
。
大
夫
殿
」と
い
へ
ば
、（
大
夫
殿
）「
い
と
か
し
こ
き
こ
と
か
な
。
今
宵
身
の
痒か

ゆ

く
侍は

べ

り
つ
る
に
。
乗

物
こ
そ
は
侍
ら
ね
」と
い
へ
ば
、（
利
仁
）「
こ
こ
に
あ
や
し
の
馬
具
し
て
侍
り
」と
い
へ
ば
、（
以
下
略
）

 

（『
宇
治
拾
遺
物
語
』に
よ
る
。）

1　

大
夫
殿
は
利
仁
の
湯
浴
み
の
誘
い
に
賛
同
し
て
い
る
が
、
自
分
の
乗
物
は
使
い
た
く
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
利
仁
は
大
夫
殿
に
自
分
の
家
臣
の
馬
を

使
う
よ
う
に
勧
め
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
馬
の
持
ち
主
で
あ
る
家
臣
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は「
身
分
が
低
い
」と
判
断
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

2　

大
夫
殿
は
湯
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
い
う
利
仁
の
依
頼
を
承
諾
し
て
い
る
が
、
利
仁
の
乗
物
を
停
め
て
お
く
場
所
が
な
い
と
返
答
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
利
仁

は
、
自
分
の
馬
は
家
臣
が
連
れ
て
帰
る
と
説
明
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
連
れ
帰
る
役
目
の
人
物
を
指
し
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は「
身
分
が
低
い
」と
判
断
す
る
の
が

適
当
で
あ
る
。

3　

大
夫
殿
は
利
仁
の
湯
浴
み
の
誘
い
に
賛
同
し
て
い
る
が
、
自
分
に
は
乗
物
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
利
仁
は
馬
を
連
れ
て
き
て
い
る
と
返
答
し
て
い

る
場
面
で
あ
る
。
自
分
の
持
ち
物
で
あ
る
馬
に
つ
い
て
卑
下
し
て
い
る
言
い
方
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は「
粗
末
だ
」と
判
断
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

4　

大
夫
殿
は
利
仁
の
湯
浴
み
の
誘
い
に
賛
同
し
て
い
る
が
、
自
分
に
は
馬
に
乗
る
た
め
の
馬
具
が
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
利
仁
は
大
夫
殿
に
自
分
の
馬

具
を
貸
す
こ
と
を
申
し
出
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
自
分
の
持
ち
物
で
あ
る
馬
具
に
つ
い
て
卑
下
し
て
い
る
言
い
方
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は「
粗
末
だ
」と
判

断
す
る
の
が
適
当
で
あ
る
。

5　

大
夫
殿
は
湯
を
貸
し
て
ほ
し
い
と
い
う
利
仁
の
依
頼
を
承
諾
し
て
い
る
が
、
乗
物
で
別
の
場
所
に
移
動
し
て
ほ
し
い
と
言
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
利
仁
は
自
分

の
馬
で
移
動
す
る
と
答
え
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
利
仁
が
自
分
の
馬
に
つ
い
て
自
慢
し
て
い
る
言
い
方
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
こ
で
は「
普
通
で
な
い
」と
判
断
す

る
の
が
適
当
で
あ
る
。

国語
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高
校
二
年
生
の
田
島
さ
ん
の
ク
ラ
ス
で
は
、
国
語
総
合
の
授
業
で【
課
題
】に
基
づ
い
て
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
準
備
と
し
て
、
ま
ず
は
四
人
ず
つ
の
グ
ル
ー

プ
に
分
か
れ
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
ス
ピ
ー
チ
の
練
習
を
行
っ
た
。【
ス
ピ
ー
チ
】は
、
そ
の
時
に
田
島
さ
ん
が
グ
ル
ー
プ
で
行
っ
た
ス
ピ
ー
チ
、【
話
合
い
の
一
部
】は
、
田
島
さ
ん

の
ス
ピ
ー
チ
の
後
に
グ
ル
ー
プ
で
行
わ
れ
た
話
合
い
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
問
1
〜
問
3
に
答
え
よ
。

【
課
題
】

「
こ
の
一
年
間
で
自
分
が
得
た
も
の
」に
つ
い
て
、
そ
れ
を
感
じ
た
出
来
事
の
紹
介
を
含
め
て
ス
ピ
ー
チ
す
る
。

【
ス
ピ
ー
チ
】

小
学
校
で
も
中
学
校
で
も
修
学
旅
行
に
行
き
ま
し
た
が
、
私
に
と
っ
て
は
、
こ
の
高
校
で
、
こ
の
学
年
の
み
ん
な
と
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
と
行
っ

た
今
年
の
修
学
旅
行
が
最
高
の
も
の
で
し
た
。
旅
行
を
通
し
て
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
と
の
絆き

ず
な

を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

初
日
と
二
日
目
に
グ
ル
ー
プ
別
見
学
が
あ
り
ま
し
た
。
私
た
ち
の
高
校
の
グ
ル
ー
プ
別
見
学
は
、
初
日
は「
自
由
見
学
」、
二
日
目
は「
テ
ー
マ
別
見
学
」と
な
っ
て
い
ま

す
。
二
日
間
を
通
し
て
グ
ル
ー
プ
の
メ
ン
バ
ー
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。「
自
由
見
学
」の
日
は
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
自
由
に
各
地
へ
見
学
に
行
き
ま
す
。
一
方
、「
テ
ー
マ
別

見
学
」の
日
は
、
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
テ
ー
マ
を
決
め
、
そ
の
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
見
学
を
し
ま
す
。
味
わ
い
の
異
な
る
二
日
間
に
な
っ
て
と
て
も
楽
し
か
っ
た
で
す
。

私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
グ
ル
ー
プ
別
見
学
の
初
日
は
、
南
禅
寺
に
行
き
ま
し
た
。
南
禅
寺
は
京
都
五
山
の
上
位
に
置
か
れ
、
最
高
位
の
禅
寺
と
し
て
栄
え
ま
し
た
。

私
の
祖
母
は
歌
舞
伎
が
好
き
で
、
私
も
た
ま
に
歌
舞
伎
に
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
う
の
で
す
が
、
歌
舞
伎
の「
楼
門
五
三
桐
」で
大
泥
棒
の
石
川
五ご

右え

衛も

門ん

が「
絶
景
か
な
」と
大

見
得
を
き
る
舞
台
と
な
っ
た
三
門
は
、
こ
の
南
禅
寺
の
三
門
だ
そ
う
で
す
。
ま
た
、
南
禅
寺
は
、
小
堀
遠
州
が
造
っ
た
と
い
う
枯
山
水
庭
園「
虎
の
子
渡
し
」や
、
狩か

の
う野

探た
ん

幽ゆ
う

作
の「
虎
の
襖ふ

す
ま

絵
」も
有
名
で
す
。
グ
ル
ー
プ
別
見
学
の
二
日
目
に
は
、
嵯さ

峨が

野の

に
行
き
、
ト
ロ
ッ
コ
嵯
峨
駅
か
ら
ト
ロ
ッ
コ
列
車
に
乗
り
ま
し
た
。
ゆ
っ
く
り
と
進
む
ト

ロ
ッ
コ
列
車
か
ら
見
る
紅
葉
が
き
れ
い
で
し
た
。
そ
し
て
、
ト
ロ
ッ
コ
亀
岡
駅
で
電
車
を
降
り
た
後
は
バ
ス
で
移
動
し
、
保
津
川
下
り
を
し
ま
し
た
。
急
流
を
下
る
と
き
は

す
ご
い
迫
力
で
し
た
。

だ
か
ら
、
こ
の
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
と
行
っ
た
修
学
旅
行
が
最
高
の
も
の
で
し
た
。
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
と
の
絆
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
と
思
い
ま
す
。

2
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【
話
合
い
の
一
部
】

田
島
さ
ん　
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
で
は
、
今
の
私
の
ス
ピ
ー
チ
に
つ
い
て
、
何
か
ア
ド
バ
イ
ス
を
お
願
い
し
ま
す
。」

吉
川
さ
ん　

 「
ス
ピ
ー
チ
、
お
疲
れ
様
で
し
た
。
私
は
グ
ル
ー
プ
別
見
学
で
田
島
さ
ん
と
同
じ
グ
ル
ー
プ
だ
っ
た
の
で
、
今
の
田
島
さ
ん
の
ス
ピ
ー
チ
を
聞
い
て
よ
く
分
か
っ
た

の
で
す
が
、
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
時
は
、
聞
い
て
い
る
人
は
私
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
別
の
グ
ル
ー
プ
だ
っ
た
人
も
い
る
の
で
、『
南
禅
寺
』と
か

『
枯
山
水
庭
園
』と
か『
虎
の
襖
絵
』と
か
急
に
言
わ
れ
て
も
、
よ
く
分
か
ら
な
い
人
も
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
お
寺
や
文
化
財
の
話
題
を
出
す

時
に
は
、
で
き
る
だ
け
映
像
資
料
も
出
す
よ
う
に
す
る
と
い
い
と
思
い
ま
す
。」

田
島
さ
ん　
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
も
ら
っ
て
き
た
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
も
た
く
さ
ん
あ
る
の
で
、
ク
ラ
ス
で
ス
ピ
ー
チ
を
行
う
日
ま
で
に
工
夫
し
ま
す
。」

渡
辺
さ
ん　

 「
私
は
田
島
さ
ん
と
は
違
う
グ
ル
ー
プ
で
し
た
が
、
私
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
も
実
は
二
日
目
の
グ
ル
ー
プ
別
見
学
で
嵯
峨
野
に
行
っ
て
い
て
、
田
島
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ

と
同
じ
く
ト
ロ
ッ
コ
列
車
に
乗
っ
て
か
ら
川
下
り
を
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
田
島
さ
ん
が
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
ト
ロ
ッ
コ
列
車
や
川
下
り
の
途
中
で
眺
め
た
嵯
峨

野
の
紅
葉
が
本
当
に
色
と
り
ど
り
で
美
し
か
っ
た
こ
と
や
、
川
下
り
の
ス
リ
ル
を
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
ト
ロ
ッ
コ
列
車
や
川
下
り
で
田
島
さ
ん
が

美
し
い
と
感
じ
た
嵯
峨
野
の
光
景
や
川
下
り
の
様
子
を
、
聞
き
手
の
人
に
詳
し
く
伝
え
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
の
で
、
田
島
さ
ん
が『
き
れ
い
で
し
た
』と
か『
す
ご

い
迫
力
で
し
た
』と
言
っ
て
い
た
部
分
を

Ａ

。」

田
島
さ
ん　
「
は
い
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。」

天
野
さ
ん　
「
課
題
に
合
わ
せ
た
ス
ピ
ー
チ
に
す
る
た
め
の
提
案
な
の
で
す
が
、

Ｂ

。」

田
島
さ
ん　
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
考
え
て
み
ま
す
。」

問
1　

吉
川
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
に
つ
い
て
正
し
く
説
明
し
て
い
る
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

9

。

1　

吉
川
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
、「
伝
統
に
敬
意
を
払
う
」と
い
う
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。

2　

吉
川
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
、「
考
え
の
根
拠
を
明
確
に
す
る
」と
い
う
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。

3　

吉
川
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
、「
言
葉
遣
い
に
気
を
つ
け
る
」と
い
う
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。

4　

吉
川
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
、「
伝
達
す
る
内
容
を
効
果
的
に
伝
え
る
」と
い
う
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。

5　

吉
川
さ
ん
の
ア
ド
バ
イ
ス
は
、「
感
情
を
豊
か
に
表
現
す
る
」と
い
う
視
点
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
た
。
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問
2　

空
欄

Ａ

に
入
る
発
言
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

10

。

1　

他
の
部
分
よ
り
も
大
き
な
声
で
言
っ
て
ほ
し
い
で
す

2　

も
う
少
し
具
体
的
に
説
明
し
て
ほ
し
い
で
す

3　

も
っ
と
情
感
を
こ
め
て
言
っ
て
ほ
し
い
で
す

4　

ゆ
っ
く
り
と
力
強
く
言
っ
て
ほ
し
い
で
す

5　

二
度
繰
り
返
し
て
ほ
し
い
で
す

問
3　

空
欄

Ｂ

に
入
る
発
言
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

11

。

1　

ク
ラ
ス
の
み
ん
な
と
の
絆
を
深
め
た
修
学
旅
行
だ
っ
た
と
い
う
田
島
さ
ん
の
感
想
と
、
取
り
上
げ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
の
関
連
が
よ
く
分
か
ら
な
い
と
思
い
ま

す
。
だ
か
ら
、
取
り
上
げ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
田
島
さ
ん
の
感
想
を
合
わ
せ
る
か
、
も
し
く
は
、
今
の
田
島
さ
ん
の
感
想
に
合
わ
せ
て
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
と
の
絆
を

深
め
た
と
感
じ
て
い
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
入
れ
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

2　

歌
舞
伎
の『
楼
門
五
三
桐
』を
知
っ
て
い
る
人
は
少
な
い
と
思
う
の
で
、
説
明
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。『
楼
門
五
三
桐
』の
ス
ト
ー
リ
ー
や
、
大
泥
棒
と
言
わ
れ
る
石

川
五
右
衛
門
の
こ
と
を
、
も
っ
と
丁
寧
に
説
明
す
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

3　

学
年
や
こ
の
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
い
の
で
、「
こ
の
高
校
で
、
こ
の
学
年
の
み
ん
な
と
、
さ
ら
に
い
え
ば
、
こ
の
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
と
行
っ
た

今
年
の
修
学
旅
行
が
最
高
の
も
の
で
し
た
」と
言
っ
て
も
、
聞
い
て
い
る
人
の
共
感
は
得
に
く
い
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
田
島
さ
ん
が
感
じ
て
い
る
、
学
年
や
ク
ラ

ス
の
雰
囲
気
が
伝
わ
る
よ
う
な
他
の
学
校
行
事
の
紹
介
を
入
れ
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

4　

田
島
さ
ん
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
二
日
目
の
見
学
テ
ー
マ
が
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
、
聞
い
て
い
る
人
が
興
味
を
失
っ
て
し
ま
う
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
二
日
目
の

グ
ル
ー
プ
別
見
学
の
具
体
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
語
る
前
か
、
ま
た
は
そ
れ
を
語
っ
た
後
で
、
田
島
さ
ん
た
ち
の
グ
ル
ー
プ
の
二
日
目
の
見
学
テ
ー
マ
を
明
ら
か
に
す
る

と
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

5　

聞
い
て
い
る
人
に
と
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
別
見
学
の
初
日
が
自
由
見
学
、
二
日
目
が
テ
ー
マ
別
見
学
で
あ
る
こ
と
は
自
明
な
の
で
、
そ
れ
に
関
す
る
説
明
は
省
い
て
も

よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
部
分
を
省
け
ば
ま
だ
話
す
時
間
が
あ
る
は
ず
で
す
。
ク
ラ
ス
別
見
学
で
行
っ
た
東
寺
と
西
本
願
寺
は
本
当
に
す
ば
ら
し
か
っ

た
の
で
、
ス
ピ
ー
チ
の
内
容
に
入
れ
る
と
よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
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北
高
校
の
演
劇
部
で
は
、
地
元
の
商
店
会
主
催
の
夏
祭
り
へ
の
協
力
依
頼
を
受
け
参
加
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
三
年
生
で
部
長
の
山
本
さ
ん
と
二
年
生
の
四
名
の
部
員
は
、
部

全
体
の
話
合
い
に
向
け
て
、
商
店
会
か
ら
の
依
頼
内
容
に
基
づ
い
て
、
夏
祭
り
の
企
画
案
に
つ
い
て
事
前
検
討
会
を
行
う
こ
と
に
し
た
。【
検
討
会
の
様
子
】は
、
そ
の
時
の
五
人

の
話
合
い
の
様
子
で
あ
る
。【
企
画
書
第
一
次
案
】は
、
そ
の
内
容
に
基
づ
い
て
、
山
本
さ
ん
が
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
問
に
答
え
よ
。

【
検
討
会
の
様
子
】

山
本
さ
ん　

 「
こ
れ
か
ら
、
夏
祭
り
の
企
画
を
考
え
る
事
前
検
討
会
を
始
め
ま
す
。
ま
ず
、
商
店
会
か
ら
の
依
頼
内
容
を
説
明
し
ま
す
。
日
時
は
八
月
二
日
の
日
曜
日
、
準
備
は

午
後
一
時
か
ら
で
、
夏
祭
り
は
午
後
六
時
か
ら
午
後
八
時
ま
で
商
店
街
を
歩
行
者
天
国
に
し
て
行
う
そ
う
で
す
。
私
た
ち
が
使
う
場
所
は
、
駅
前
駐
車
場
の
一
角
で

す
。
内
容
は
、
子
供
た
ち
が
楽
し
め
る
企
画
を
お
願
い
し
た
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
そ
の
他
と
し
て
、
必
要
な
道
具
は
商
店
会
の
各
店
舗
か
ら
借
り
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
購
入
す
る
場
合
は
、
予
算
は
二
万
円
以
内
で
す
。
照
明
や
音
響
の
設
備
を
使
う
場
合
は
用
意
し
て
く
れ
る
そ
う
で
す
。
あ
と
、
企
画
の
名
称
、
貸
出
し
を

希
望
す
る
物
品
、
購
入
を
希
望
す
る
物
品
を
企
画
書
に
ま
と
め
て
七
月
初
旬
ま
で
に
提
出
し
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
ま
ず
今
日
は
、
皆
さ
ん
に
案
を
考
え
て
も
ら

い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
案
を
発
表
し
た
後
、
全
体
の
話
合
い
で
検
討
す
る
企
画
案
を
決
め
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」

高
橋
さ
ん　
「
演
劇
部
で
あ
る
私
た
ち
に
依
頼
し
て
き
た
わ
け
な
の
で
、
演
劇
部
ら
し
い
こ
と
を
や
り
た
い
で
す
ね
。」

吉
田
さ
ん　
「
依
頼
に
あ
る『
子
供
た
ち
が
楽
し
め
る
』と
い
う
の
も
大
事
に
し
な
い
と
。」

江
口
さ
ん　
「
子
供
が
楽
し
む
と
言
っ
た
ら
ヒ
ー
ロ
ー
シ
ョ
ー
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
が
ヒ
ー
ロ
ー
の
格
好
を
し
て
。
シ
ナ
リ
オ
を
考
え
て
み
て
は
。」

吉
田
さ
ん　
「
お
化
け
屋
敷
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
夏
で
す
し
、
子
供
が
喜
ぶ
と
思
い
ま
す
。
演
技
力
と
メ
イ
ク
の
技
術
、
小
道
具
や
大
道
具
作
り
の
技
も
生
か
せ
る
の
で
は
。」

山
本
さ
ん　
「
ど
ち
ら
も
楽
し
そ
う
で
す
が
、
一
つ
に
決
め
ま
し
ょ
う
。
ど
の
よ
う
に
決
め
ま
し
ょ
う
か
。」

加
藤
さ
ん　
「
基
準
は
、
や
は
り
子
供
が
楽
し
め
る
か
ど
う
か
、
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

吉
田
さ
ん　
「
い
ろ
ん
な
楽
し
み
方
が
あ
る
け
ど
、
見
て
楽
し
む
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
子
供
が
参
加
で
き
る
の
が
い
い
と
思
い
ま
す
。
体
験
型
っ
て
い
う
か
。」

加
藤
さ
ん　
「
そ
れ
な
ら
、
ヒ
ー
ロ
ー
シ
ョ
ー
を
見
る
よ
り
は
お
化
け
屋
敷
っ
て
こ
と
に
な
り
ま
す
か
ね
。」

高
橋
さ
ん　
「
そ
の
二
つ
な
ら
、
お
化
け
屋
敷
の
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。」

加
藤
さ
ん　
「
私
も
賛
成
し
ま
す
。」

山
本
さ
ん　
「
お
化
け
屋
敷
と
い
う
案
に
賛
成
と
い
う
意
見
が
出
て
い
ま
す
が
、
江
口
さ
ん
も
そ
れ
で
い
い
で
す
か
。」

江
口
さ
ん　
「
い
い
で
す
が
、
お
化
け
屋
敷
は
体
験
と
い
え
ば
体
験
だ
け
ど
、
子
供
が
参
加
す
る
と
い
う
感
じ
で
は
な
い
よ
う
な
気
も
し
ま
す
。」

3
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山
本
さ
ん　

 「
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
も
そ
う
で
す
ね
。
で
は
ど
う
し
ま
し
ょ
う
か
。
ち
な
み
に
、
提
案
者
の
吉
田
さ
ん
、
ど
ん
な
内
容
を
考
え
ま
し
た
か
。
参
考
に
な
る
か
も
し
れ

な
い
の
で
少
し
具
体
的
に
説
明
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。」

吉
田
さ
ん　

 「
は
い
。
仕
掛
け
を
し
た
通
路
を
お
客
さ
ん
に
歩
い
て
通
っ
て
も
ら
っ
て
、
私
た
ち
が
お
化
け
に
な
っ
て
驚
か
せ
る
形
式
が
い
い
か
な
と
考
え
ま
し
た
。
そ
れ
も
ば

ら
ば
ら
に
驚
か
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
入
口
か
ら
出
口
ま
で
が
一
つ
の
お
話
に
な
る
よ
う
に
し
た
ら
ど
う
か
な
と
思
っ
て
。」

江
口
さ
ん　

 「
じ
ゃ
あ
、
そ
の
お
話
を
冒
険
も
の
に
し
て
、
途
中
に
作
っ
た
仕
掛
け
を
乗
り
こ
え
た
り
、
ク
イ
ズ
を
解
い
た
り
し
て
、
ゴ
ー
ル
を
目
指
す
と
い
う
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ

ン
に
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。
ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト
パ
ー
ク
の
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
あ
る
み
た
い
に
。」

吉
田
さ
ん　
「
そ
れ
は
面
白
い
か
も
。
脚
本
を
作
っ
た
り
、
案
内
役
を
私
た
ち
が
演
じ
た
り
す
れ
ば
演
劇
部
ら
し
さ
も
生
か
せ
る
し
。」

加
藤
さ
ん　
「
私
も
い
い
と
思
い
ま
す
。」

山
本
さ
ん　
「
そ
れ
で
は
企
画
案
は
、
冒
険
ア
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
に
決
定
し
ま
し
ょ
う
。
次
は
、
そ
の
具
体
的
な
内
容
で
す
。」

高
橋
さ
ん　
「
ま
ず
、
会
場
は
ど
う
す
る
の
で
す
か
。
駐
車
場
に
小
屋
で
も
建
て
る
っ
て
こ
と
で
し
ょ
う
か
。」

吉
田
さ
ん　

 「
そ
れ
は
さ
す
が
に
無
理
だ
か
ら
、
体
育
祭
な
ん
か
で
使
う
テ
ン
ト
を
二
つ
く
ら
い
並
べ
て
立
て
た
ら
屋
根
も
あ
る
し
い
い
か
な
と
思
っ
て
。
周
り
を
囲
う
タ
イ
プ

の
も
の
が
あ
れ
ば
壁
も
で
き
る
か
も
。」

山
本
さ
ん　
「
な
る
ほ
ど
。
そ
う
い
う
テ
ン
ト
な
ら
商
店
会
で
持
っ
て
い
そ
う
で
す
ね
。
商
店
会
に
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。」

江
口
さ
ん　

 「
そ
う
な
る
と
仕
切
り
の
壁
が
必
要
で
す
ね
。
ベ
ニ
ヤ
板
だ
と
買
わ
な
く
ち
ゃ
い
け
ま
せ
ん
し
。
暗
幕
な
ら
部
に
も
少
し
は
あ
り
ま
す
け
ど
。
あ
と
、
工
具
も
必
要

で
す
ね
。
部
で
持
っ
て
い
る
も
の
で
足
り
ま
す
か
ね
。」

加
藤
さ
ん　
「
ベ
ニ
ヤ
板
を
立
て
る
と
な
る
と
、
支
え
を
作
る
角
材
も
必
要
で
す
ね
。」

高
橋
さ
ん　
「
大
が
か
り
で
す
ね
。
作
る
と
時
間
が
か
か
り
ま
す
ね
。
部
室
に
あ
る
物
で
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

吉
田
さ
ん　

 「
と
こ
ろ
で
、
案
内
役
も
そ
れ
な
り
の
格
好
を
す
る
な
ら
、
メ
イ
ク
道
具
や
衣
装
も
ほ
し
い
で
す
ね
。
メ
イ
ク
道
具
は
普
段
使
っ
て
る
も
の
で
い
い
と
思
い
ま
す

が
。
特
別
な
化
粧
品
な
ど
は
予
算
で
買
わ
な
い
と
い
け
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。
衣
装
も
必
要
な
ら
材
料
を
予
算
で
買
っ
て
作
り
ま
し
ょ
う
。
小
道
具
も
作
る
必

要
が
あ
り
ま
す
ね
。
予
算
は
足
り
る
で
し
ょ
う
か
。
他
に
ア
イ
デ
ア
が
出
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
、
全
体
の
話
合
い
で
他
の
人
に
も
聞
い
て
み
ま
し
ょ
う
。」

江
口
さ
ん　
「
そ
う
は
言
っ
て
も
、
脚
本
が
決
ま
ら
な
い
と
、
何
が
必
要
か
は
っ
き
り
し
な
い
で
す
よ
ね
。」

高
橋
さ
ん　
「
脚
本
か
…
…
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
脚
本
を
作
る
の
は
大
変
そ
う
だ
か
ら
、
市
販
の
ゲ
ー
ム
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
再
現
し
た
ら
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。」

吉
田
さ
ん　
「
そ
れ
は
や
っ
て
は
い
け
な
い
で
し
ょ
う
。
全
体
の
話
合
い
で
も
っ
と
意
見
を
も
ら
っ
て
決
め
ま
し
ょ
う
。
私
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
作
り
た
い
と
思
い
ま
す
が
。」
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江
口
さ
ん　
「
私
も
そ
う
思
い
ま
す
。
演
劇
部
ら
し
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
脚
本
を
作
り
ま
し
ょ
う
。」

加
藤
さ
ん
・
高
橋
さ
ん
・
吉
田
さ
ん

「
賛
成
で
す
。」

山
本
さ
ん　

 「
皆
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
今
日
の
検
討
会
で
出
た
意
見
を
ま
と
め
て
、
企
画
書
の
第
一
次
案
を
、
商
店
会
か
ら
も
ら
っ
た
書
式
で
作
っ
て
き
ま
す
。

次
回
の
全
体
会
で
は
、
そ
れ
を
見
な
が
ら
細
か
い
と
こ
ろ
を
決
め
ま
し
ょ
う
。
確
認
で
す
が
、
脚
本
は
自
分
た
ち
で
作
る
と
い
う
こ
と
で
い
い
で
す
ね
。
あ
と
、
企

画
の
タ
イ
ト
ル
は
私
が
仮
に
考
え
て
き
ま
す
。
以
上
に
つ
い
て
、
い
い
で
し
ょ
う
か
。」

江
口
さ
ん
・
加
藤
さ
ん
・
高
橋
さ
ん
・
吉
田
さ
ん

「
異
議
あ
り
ま
せ
ん
。
お
願
い
し
ま
す
。」

山
本
さ
ん　
「
そ
れ
で
は
、
こ
れ
で
事
前
検
討
会
を
終
わ
り
ま
す
。」
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【
企
画
書
第
一
次
案
】

平成　　年　　月　　日

るりの木商店会夏祭りイベント企画書
団体名　（　　　北高校演劇部　　　）

代表者　（ 　　　山本　花子　　　 ）

連絡先　（ ○○○-△△△-□□□□ ）

1 　企画名
真夏のアドベンチャー　冒険の旅に出よ
う！（仮）

4 　会場のイメージ図
　

2 　企画のテーマ
演劇部の日頃の活動を生かす。
体験型

3 　ターゲット
子供

5 　具体的な内容
仮設の建物に通路を作って、お客さんに歩いて通ってもらう。
入口から出口までが一つのストーリーになっている。
通路に仕掛けをする。部員が案内役になる。
お客さんは仕掛けを乗りこえたり、クイズに解答したりしながらゴールを目指す。
吉田さんがオリジナルの脚本を作る。
テントを借りられるかどうか確認する。

6 　必要な物品・材料
仮設の壁を作るためのベニヤ板・角材・工具
メイク道具　衣装　小道具
テント　暗幕

7 　準備日程

8　商店会への要望

9　備考
必要な物品は、部で持っているものを使う。

出口 入口

テント二つ並べる

矢印は順路を表す
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問　

山
本
さ
ん
が
作
成
し
た【
企
画
書
第
一
次
案
】に
つ
い
て
前
回
の
事
前
検
討
会
の
参
加
者
か
ら
、
前
回
の
話
合
い
の
内
容
を
踏
ま
え
て
、
修
正
し
た
方
が
よ
い
点
が
あ
る
と
い

う
指
摘
が
あ
っ
た
。
修
正
す
べ
き
点
に
つ
い
て
の
意
見
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

12

。

1　
「
2　

企
画
の
テ
ー
マ
」に「
体
験
型
」と
あ
る
が
、
商
店
会
か
ら
の
依
頼
に
こ
た
え
て
い
る
か
ど
う
か
が
、
商
店
会
の
人
に
伝
わ
ら
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
、「
子
供

た
ち
が
体
験
し
て
楽
し
め
る
企
画
」と
改
め
る
の
が
よ
い
。

2　
「
5　

具
体
的
な
内
容
」に
書
か
れ
て
い
る「
テ
ン
ト
を
借
り
ら
れ
る
か
ど
う
か
確
認
す
る
。」は
、
こ
の
項
目
に
は
入
ら
な
い
の
で
、「
8　

商
店
会
へ
の
要
望
」の
項
目

に
記
入
す
る
と
よ
い
。

3　
「
5　

具
体
的
な
内
容
」に「
仮
設
の
建
物
」と
あ
る
が
、
事
前
検
討
会
の
話
合
い
を
聞
い
て
い
な
い
人
に
は
、
新
た
に
建
物
を
作
る
と
い
う
よ
う
に
誤
解
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
の
で
、「
仮
設
の
建
物（
テ
ン
ト
）」と
付
記
す
る
と
よ
い
。

4　
「
5　

具
体
的
な
内
容
」に「
吉
田
さ
ん
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
脚
本
を
作
る
。」と
あ
る
が
、
誰
が
作
る
か
と
い
う
こ
と
は
決
ま
っ
て
い
な
い
の
で
、
決
定
事
項
で
あ
る「
オ
リ

ジ
ナ
ル
の
脚
本
を
作
る
。」と
だ
け
記
載
す
る
の
が
よ
い
。

5　
「
9　

備
考
」の
記
載
は
、
何
が
必
要
か
具
体
的
で
な
い
の
で
、
事
前
検
討
会
の
内
容
を
反
映
さ
せ
て「
部
の
持
ち
物
で
使
え
そ
う
な
も
の
は
使
う
。
小
道
具
・
メ
イ
ク

道
具
・
工
具
・
衣
装
」と
改
め
る
の
が
よ
い
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
1
〜
問
6
に
答
え
よ
。

人
間
と
自
然
の
失
わ
れ
た
調
和
を
取
り
戻
す
―
―
こ
の
言
葉
は
、「
地
球
に
や
さ
し
い
」と
い
う
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
同
じ
よ
う
に
、
心
に
響
く
美
し
い
表
現
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
け
れ
ど
、
現
在
の
環
境
問
題
を
考
え
る
と
き
、
は
た
し
て
適
切
な
言
葉
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
も
そ
も
、
こ
の
表
現
の
基
礎
に
あ
る
疎
外
論
的
発
想
は
、
有
効
な
論

理
を
提
供
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

疎
外
論
を
と
る
場
合
、
陥
り
や
す
い
危
険
は
、
歴
史
の
ネ
ジ
を
逆
に
回
し
、
未
来
で
は
な
く
過
去
へ
と
回
帰
す
る
こ
と
で
す
。
エ
コ
ロ
ジ
ー
で
、「
自
然
と
の
調
和
を
取
り
戻

す
」と
語
ら
れ
る
と
き
、
じ
っ
さ
い
に
は
過
去
の「
原
初
的
な
調
和
」へ
舞
い
戻
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
。
人
間
中
心
主
義
を
批
判
し
て
、
牧
歌
的
な
自
然
が
称
賛
さ
れ
る
と
き
、

目
標
と
さ
れ
た
の
は
過
去
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
極
端
な
場
合
に
は
、
近
代
の
科
学
文
明
が
否
定
さ
れ
、
原
始
的
な
生
活
を
提
唱
す
る
よ
う
に
さ
え
見
え
ま
す
。

し
か
し
、「
疎
外
論
」が
前
提
と
す
る
よ
う
な
、
原
初
的
な「
自
然
と
の
調
和
」と
い
う
モ
デ
ル
が
、
怪
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
う
し
た
状
態
が
、
は
た
し
て
存
在
し

た
こ
と
が
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
現
在
以
前
の
、
い
つ
の
時
代
に
、
そ
の
よ
う
な「
人
間
と
自
然
の
調
和
」が
成
立
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。『
啓け
い

蒙も
う

の
弁
証
法
』も
明
ら
か
に
し

た
よ
う
に
、
人
間
に
よ
る
自
然
支
配
は
、
あ
る
意
味
で
は
文
明
化
と
と
も
に
始
ま
っ
た
、
と
言
え
ま
す
。
人
間
が
知
力
を
使
っ
て
自
然
と
か
か
わ
る
か
ぎ
り
、
自
然
支
配
の
欲
望

は
不
可
避
な
の
で
す
。

と
す
れ
ば
、
人
間
の
歴
史
を
ど
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
も
、
原
初
的
な「
人
間
と
自
然
の
調
和
」に
は
達
し
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
む
し
ろ
、
ハ
ッ
キ
リ
い
え
ば
、
こ

う
し
た「
原
初
的
な
調
和
」な
る
も
の
は
、
後
に
な
っ
て
理
想
化
さ
れ
た
状
態
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
ニ
ー
チ
ェ
だ
っ
た
ら
、
お
そ
ら
く「
捏ね

つ

造ぞ
う

さ
れ
た
」と
表
現
す
る
で
し
ょ
う
。

人
間
中
心
主
義
を
批
判
す
る
人
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
な
自
然
へ
の
憧
れ
を
、
あ
た
か
も
原
初
的
な
状
態
で
あ
る
か
の
よ
う
に
空
想（
捏
造
）し
た
に
す
ぎ
な
い
の

で
す
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
自
然
へ
の
憧
れ
が
、
近
代
の
豊
か
な
社
会
の
も
と
で
発
想
さ
れ
る
こ
と
に
、
注
意
す
べ
き
で
す
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
都
会
で
裕
福
に
生
活
し
て
い
る

人
が
、
と
き
ど
き
田
舎
の
生
活
に
憧
れ
る
よ
う
な
も
の
で
す
。
つ
ぎ
の
よ
う
な
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
の
記
述
を
見
る
と
、
そ
の
感
が
強
く
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

自
分
で
井
戸
か
ら
運
ん
だ
水
や
自
分
で
集
め
た
木
々
と
共
に
、
田
舎
に
あ
る
自
分
の
コ
テ
ー
ジ
に
い
る
時
に
は
、
ど
ん
な
金
持
ち
よ
り
も
豊
か
だ
と
感
じ
ま
す
。
ヘ
リ
コ
プ

タ
ー
に
乗
っ
て
山
頂
に
行
っ
た
と
し
ま
す
。
景
色
は
絵
は
が
き
の
よ
う
に
見
え
、
頂
上
に
レ
ス
ト
ラ
ン
が
あ
れ
ば
、
食
べ
物
が
ち
ゃ
ん
と
で
き
て
い
な
い
と
不
満
を
言
う
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
、
も
し
苦
労
し
て
ふ
も
と
か
ら
登
っ
た
な
ら
ば
、
深
い
満
足
感
を
味
わ
っ
て
、
ス
キ
ー
の
ワ
ッ
ク
ス
と
砂
が
混
ざ
っ
た
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
で
さ
え
、
す

ば
ら
し
く
美お

味い

し
い
と
思
う
は
ず
で
す
。（
ネ
ス「
手
段
は
質
素
に
、
目
標
は
豊
か
に
」）

4

（
注
1
）

（
注
2
）

Ａ

（
注
3
）
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し
か
し
、「
頂
上
の
レ
ス
ト
ラ
ン
」と「
砂
混
じ
り
の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
」を
対
比
す
る
の
は
、
裕
福
な
一
部
の
人
々
に
し
か
意
味
を
な
し
ま
せ
ん
。
い
つ
も
レ
ス
ト
ラ
ン
で
美
味
し

い
も
の
を
食
べ
て
い
る
人
に
は
、「
砂
混
じ
り
の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
」も
た
ま
に
は
美
味
し
く
感
じ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
自
分
の
コ
テ
ー
ジ
も
も
た
ず
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に

乗
る
こ
と
も
な
く
、
土
ぼ
こ
り
の
す
る
道
路
脇
で「
砂
混
じ
り
の
す
る
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
」を
食
べ
る
人
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
美
味
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。

少
し
視
野
を
広
げ
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
疎
外
論
的
発
想
で
、「
自
然
」へ
の
憧
れ
を
語
る
と
き
、
前
提
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
人
間
」と
の
二
元
的
な
対
立
で
す
。「
自
然
」

を
、「
人
間
に
よ
る
支
配
」か
ら
解
放
す
る
こ
と
が
、
目
標
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
対
立
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
で
す
。

た
し
か
に
、「
自
然
」と「
人
間
」の
対
立
は
、
古
く
か
ら
常
識
的
に
な
っ
て
き
ま
し
た
。「
自
然
」と「
人
工
」は
、
し
ば
し
ば
対
義
語
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
し
、「
自
然
」と「
文
化
」

の
対
立
も
、
同
じ
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。
人
為
的
で
は
な
い「
自
然
」に
対
し
て
、「
文
化
」が
人
間
的
現
象
で
あ
る
こ
と
は
、
い
わ
ば
定
義
に
属
し
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
エ

コ
ロ
ジ
ー
で
も「
自
然
」を
考
え
る
と
き
、
人
為
的
で
は
な
い「
自
然
」が
想
定
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

し
か
し
、
す
で
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
人
間
抜
き
の「
自
然
」と
は
抽
象
的
な
虚
構
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
人
間
が
眼
前
に
見
い
だ
す「
自
然
」は
、
そ
れ
に
先
立
つ
世
代
に
よ
っ
て
手

の
加
え
ら
れ
て
き
た「
自
然
」で
あ
っ
て
、「
社
会
的
形
成
物
」と
表
現
で
き
ま
す
。「
自
然
」は
、
つ
ね
に
す
で
に
、
多
く
の
人
々
に
よ
っ
て
手
が
加
え
ら
れ
、
ま
た
今
後
も
手
が
加

え
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
人
間
の
活
動
を
離
れ
て
、「
自
然
」が
独
立
に
あ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
意
味
で
は
、「
自
然
」は
、「
文
化
的
形
成
物
」と
呼
ん
で
も
、
間
違
い
で

は
な
い
で
し
ょ
う
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
実
践
的
な
方
向
に
つ
い
て
も
、
重
大
な
指
針
が
示
さ
れ
る
よ
う
に
思
え
ま
す
。
い
ま
ま
で
、
環
境
保
護
の
た
め
に
は
、
人
間
が
自
然
に
で
き
る
だ
け

介
入
し
な
い
こ
と
が
、
求
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
人
間
が
自
然
か
ら
手
を
引
く
こ
と
が
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
不
可
能

で
す
し
、
望
ま
し
い
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
人
間
が
自
然
を
ど
う
管
理
し
て
い
く
か
が
重
要
な
の
で
す
。
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
に
、
ア
ル
ド
・
レ
オ
ポ
ル
ド
の

『
野
生
の
う
た
が
聞
こ
え
る
』を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

レ
オ
ポ
ル
ド
と
い
え
ば
、
自
然
保
護
の
原
理
を
打
ち
出
し
た
実
践
家
と
し
て
、
き
わ
め
て
有
名
で
す
。
彼
の
原
理（「
土
地
倫
理
」）は
、
多
く
の
場
合
、
人
間
中
心
主
義
を
批
判

す
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、
彼
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。「
土ラ
ン
ド
・
エ
シ
ッ
ク

地
倫
理
は
、
ヒ
ト
と
い
う
種
の
役
割
を
、
土
地
と
い
う
共
同
体
の
征
服
者

か
ら
、
単
な
る
一
構
成
員
、
一
市
民
へ
と
変
え
る
の
で
あ
る
。」し
か
し
、
こ
の
立
場
は
、
自
然
に
い
っ
さ
い
手
を
加
え
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
レ
オ
ポ
ル
ド
は
、

『
野
生
の
う
た
が
聞
こ
え
る
』の
最
後
を
、
つ
ぎ
の
言
葉
で
結
ん
で
い
ま
す
。

ま
と
め
て
言
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
現
在
の
問
題
は
、
土
地
に
対
し
て
ど
う
い
う
姿
勢
で
の
ぞ
み
、
道
具
を
ど
う
使
用
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
蒸

Ｂ

Ｃ
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気
シ
ャ
ベ
ル
を
用
い
て
、
か
つ
て
は
人
力
で
つ
く
ら
れ
た
ア
ル
ハ
ン
ブ
ラ
宮
殿
を
改
修
し
よ
う
と
し
、
そ
の
規
模
の
壮
大
さ
を
得
意
に
感
じ
て
い
る
。
そ
の
シ
ャ
ベ
ル
を
と

て
も
手
離
す
気
に
な
れ
な
い
。﹇
…
﹈わ
れ
わ
れ
に
本
当
に
必
要
な
の
は
、
そ
う
し
た
道
具
を
有
効
に
使
う
た
め
の
、
も
っ
と
穏
や
か
で
客
観
的
な
基
準
を
持
つ
こ
と
な
の

だ
。（
レ
オ
ポ
ル
ド『
野
生
の
う
た
が
聞
こ
え
る
』）

レ
オ
ポ
ル
ド
の
仕
事
は「
森
林
管
理
」で
す
が
、
彼
は
そ
の
経
験
を
通
し
て「
土
地
倫
理
」を
形
成
し
た
の
で
す
。
そ
の
点
で
は
、
人
間
の
介
入
し
な
い「
土
地
倫
理
」は
あ
り
得
な

い
、
と
言
わ
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。

で
は
、「
自
然
」に
ど
う
か
か
わ
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ノ
ー
ト
ン
と
い
う
環
境
保
護
論
者
は
、『
持
続
性
』と
い
う
本
の
な
か
で「
適
応
的
管
理
」と
い
う
概

念
を
提
出
し
て
い
ま
す
。
彼
は
、「
環
境
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」の
立
場
か
ら「
人
間
中
心
主
義
」を
唱
え
、
自
然
に
対
す
る「
管
理
」を
力
説
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
管
理
」と

い
っ
て
も
、
あ
く
ま
で
も「
適
応
的
管
理
」で
あ
っ
て
、
従
来
批
判
さ
れ
た
よ
う
な「
人
間
中
心
主
義
」で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
は
、
ど
ん
な「
人
間
中
心
主
義
」が
擁
護
可
能
な
の
で

し
ょ
う
か
。

「
人
間
中
心
主
義
」と
は
、「
人
間
の
利
益
実
現
を
中
心
に
置
く
立
場
」を
意
味
し
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
と
き「
人
間
の
利
益
」を
ど
う
考
え
る
か
が
問
題
で
す
。
た
と
え
ば
、
あ

る
種
の
生
物
が
食
糧
と
し
て「
経
済
的
な
利
益
」に
な
る
か
ら
と
い
っ
て
、
乱
獲
し
て
し
ま
え
ば
絶
滅
し
て
し
ま
い
、
結
局
は「
経
済
的
利
益
」に
反
し
ま
す
。
そ
こ
で
、「
経
済
的

利
益
」の
た
め
に
も
、
生
態
学
的
観
点
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、「
人
間
的
利
益
」を「
経
済
的
利
益
」に
限
定
す
る
必
要
も
な
い
で
し
ょ
う
。「
人
間
」が
多
面
的
に
理
解
で

き
る
よ
う
に
、「
人
間
の
利
益
」も
多
様
な
側
面
か
ら
理
解
で
き
る
か
ら
で
す
。
人
間
の
生
存
に
と
っ
て
、
き
れ
い
な
水
や
土
壌
や
空
気
な
ど
は
、
人
間
の
利
益
と
言
え
ま
す
。

ま
た
、「
人
間
の
利
益
」と
い
う
場
合
、
し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
個
人
の
欲
求
を
短
期
的
な
観
点
か
ら
求
め
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
地
域
や
社
会
の
利

益
を
考
え
て
、
個
人
の
欲
求
を
抑
制
す
る
こ
と
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
、
将
来
世
代
の
た
め
に
、
現
在
の
利
益
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
点
で
は
、「
人

間
中
心
主
義
」だ
か
ら
と
い
っ
て
、
現
在
の
個
々
人
の
欲
求
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。
ぎ
ゃ
く
に
、
長
期
的
な
視
野
に
立
っ
て
、
広
い
観
点
か
ら
利
益
を
考

慮
す
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
す
。

さ
ら
に
、「
人
間
中
心
主
義
」は
、「
精
神
的
価
値
」に
つ
い
て
も
否
定
し
ま
せ
ん
。
か
つ
て
は
、「
人
間
中
心
主
義
」と
い
え
ば
、
物
質
的
欲
求
だ
け
を
も
ち
、
精
神
的
価
値
を
排

除
す
る
と
、
見
な
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ノ
ー
ト
ン
も
言
う
よ
う
に
、「
人
間
中
心
主
義
者
」た
ち
は
、
し
ば
し
ば
自
然
を
精
神
的
に
評
価
し
て
い
ま
す
。

い
ま
ま
で
、「
人
間
中
心
主
義
」を
批
判
す
る
と
き
、「
人
間
」が「
自
然
」を「
搾
取
」す
る
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
で
、
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
こ
の
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
で「
人
間
中
心
主
義
」を
無
邪
気
に
主
張
す
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
ま
せ
ん
。
人
間
の
利
益
を
実
現
す
る
に
は
、
自
然
の
生
態
系
を
無
視
で
き
ま
せ
ん
し
、
短
期
的
な
視

Ｄ
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野
か
ら
自
然
を
開
発
し
て
も
、
長
期
的
に
は
か
え
っ
て
不
利
益
に
な
る
こ
と
も
多
い
の
で
す
。
む
し
ろ
、
自
然
に
適
応
す
る
形
で
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
自
然
を
管
理
す
べ
き
こ

と
が
、
目
指
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
自
然
を
理
想
化
し
て
人
間
中
心
主
義
を
反
省
し
て
も
、
問
題
の
隠
ぺ
い
に
し
か
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
む
し
ろ
、
い
ま
必
要
な
の
は
具
体
的
な
問
題

の
な
か
で
、
広
い
視
野
に
立
っ
て
長
期
的
な
観
点
か
ら
自
然
を
管
理
す
る
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
岡
本
裕
一
朗『
12
歳
か
ら
の
現
代
思
想
』に
よ
る
。）

（
注
1
）　

エ
コ
ロ
ジ
ー
―
―
生
物
相
互
の
関
係
や
、
生
物
と
環
境
の
関
係
を
解
明
す
る
生
物
学
の
一
分
野
。
生
態
学
。

（
注
2
）　

人
間
中
心
主
義
―
―
自
然
は
人
間
の
た
め
に
存
在
す
る
も
の
だ
と
見
な
し
、
人
間
の
利
益
追
求
の
た
め
に
自
然
を
利
用
し
よ
う
と
す
る
考
え
方
。

（
注
3
）　
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
―
―
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
ア
ド
ル
ノ
の
著
書
。

国語

019



2018KN1A-01-―　　―19

問
1　

傍
線
部
Ａ　

原
初
的
な「
自
然
と
の
調
和
」と
い
う
モ
デ
ル
が
、
怪
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か　

と
あ
る
が
、
筆
者
が「
怪
し
い
」と
考
え
る
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な

も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

13

。

1　

人
間
と
自
然
と
の
調
和
を
取
り
戻
す
こ
と
は
近
代
文
明
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
人
類
が
原
始
的
な
生
活
を
選
択
す
る
可
能
性
は
実
際
に
は
あ
り
え
な
い
か
ら
。

2　

人
間
と
自
然
と
の
調
和
と
い
う
モ
デ
ル
は
人
間
中
心
主
義
を
批
判
す
る
人
た
ち
が
理
想
と
し
て
掲
げ
て
い
る
も
の
に
す
ぎ
ず
、
実
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
。

3　

人
間
と
自
然
支
配
の
欲
望
と
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
る
の
で
、
人
間
が
自
然
と
調
和
し
て
い
る
状
態
は
今
ま
で
に
一
度
も
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
。

4　

人
間
に
よ
る
自
然
支
配
は
い
わ
ば
本
能
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
自
然
と
の
調
和
を
目
指
す
と
い
う
行
為
は
人
間
の
存
在
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

5　

人
間
と
自
然
と
の
調
和
そ
の
も
の
が
空
想
に
す
ぎ
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
人
間
が
自
然
を
解
放
す
る
こ
と
自
体
に
ど
れ
ほ
ど
の
意
味
が
あ
る
の
か
わ
か
ら
な
い
か
ら
。

問
2　

傍
線
部
Ｂ　
「
頂
上
の
レ
ス
ト
ラ
ン
」と「
砂
混
じ
り
の
サ
ン
ド
イ
ッ
チ
」を
対
比
す
る
の
は
、
裕
福
な
一
部
の
人
々
に
し
か
意
味
を
な
し
ま
せ
ん　

と
は
ど
う
い
う
こ
と

か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

14

。

1　

都
市
社
会
で
経
済
的
に
豊
か
な
日
常
を
過
ご
し
て
い
る
一
部
の
人
に
は
自
然
の
中
の
暮
ら
し
も
た
ま
に
は
よ
い
も
の
だ
と
思
え
る
が
、
豊
か
さ
と
縁
の
な
い
人
た
ち

に
と
っ
て
は
特
別
な
価
値
を
持
つ
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

2　

自
然
の
中
で
質
素
に
暮
ら
す
こ
と
と
都
会
で
裕
福
な
生
活
を
送
る
こ
と
の
間
に
本
質
的
な
違
い
は
な
く
、
そ
の
ど
ち
ら
に
よ
り
高
い
価
値
を
見
い
だ
す
か
は
そ
れ
ぞ

れ
の
人
生
観
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
。

3　

自
然
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
都
会
で
の
豊
か
な
生
活
の
内
実
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
理
解
で
き
な
い
た
め
、
二
つ
を
比
較
し
た
上
で
ど
ち
ら
が
よ

い
か
を
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
。

4　

豊
か
な
自
然
の
中
で
の
暮
ら
し
が
人
間
に
と
っ
て
ど
れ
だ
け
価
値
の
あ
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
人
工
物
に
囲
ま
れ
た
都
会
で
の
無
機
質
な
生
活
を
経
験
を
し
た

こ
と
が
な
い
人
に
は
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

5　

近
代
社
会
に
生
き
て
い
る
人
が
暮
ら
し
の
真
の
豊
か
さ
を
実
感
す
る
た
め
に
は
、
と
き
ど
き
自
然
の
中
に
身
を
置
き
、
自
分
の
力
以
外
は
何
も
頼
る
も
の
が
な
い
不

自
由
な
生
活
を
体
験
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
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問
3　

傍
線
部
Ｃ　

レ
オ
ポ
ル
ド
と
い
え
ば
、
自
然
保
護
の
原
理
を
打
ち
出
し
た
実
践
家
と
し
て
、
き
わ
め
て
有
名
で
す
。　

と
あ
る
が
、
本
文
か
ら
う
か
が
え
る「
レ
オ
ポ
ル

ド
」の「
自
然
保
護
」に
関
す
る
考
え
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

15

。

1　

人
間
の
土
地
に
対
す
る
立
場
を
、
自
然
の
中
心
に
君
臨
す
る
支
配
者
で
は
な
く
自
然
の
周
辺
を
構
成
す
る
一
つ
の
要
素
に
過
ぎ
な
い
と
見
な
す
考
え
。

2　

人
間
が
土
地
に
手
を
加
え
る
際
に
、
効
率
的
に
道
具
を
使
用
す
る
た
め
の
ル
ー
ル
を
明
確
に
定
め
る
こ
と
が
自
然
保
護
に
は
最
も
有
効
だ
と
す
る
考
え
。

3　

人
間
が
土
地
を
管
理
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、
人
間
の
文
明
が
自
然
へ
の
脅
威
と
な
ら
な
い
よ
う
に
一
切
の
関
与
を
認
め
な
い
と
い
う
考
え
。

4　

人
間
は
土
地
と
い
う
共
同
体
の
一
員
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
指
針
に
従
っ
て
、
自
然
と
か
か
わ
る
こ
と
が
自
然
保
護
に
つ
な
が
る
と
い
う
考
え
。

5　

人
間
が
土
地
を
管
理
す
る
上
で
、
人
間
の
行
動
範
囲
を
規
制
し
て
自
然
に
対
す
る
支
配
的
な
地
位
を
占
め
な
い
よ
う
に
す
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
。

問
4　

傍
線
部
Ｄ　
「
人
間
の
利
益
」を
ど
う
考
え
る
か　

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
筆
者
が
述
べ
る「
人
間
の
利
益
」に
つ
な
が
る
行
為
の
例
と
し
て
適
当
で
な
い
と
考
え
ら
れ
る
も
の

を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

16

。

1 　

国
内
の
固
有
種
を
保
護
す
る
た
め
に
外
来
種
の
持
ち
込
み
を
規
制
す
る
こ
と
。

2 　

社
会
の
発
展
の
た
め
に
化
石
燃
料
を
惜
し
み
な
く
利
用
す
る
こ
と
。

3 　

安
定
し
た
収
穫
を
確
保
す
る
た
め
に
病
気
に
強
い
品
種
に
改
良
す
る
こ
と
。

4 　

生
態
系
を
保
護
す
る
た
め
に
観
光
客
の
来
訪
数
を
制
限
す
る
こ
と
。

5 　

災
害
か
ら
集
落
を
守
る
た
め
に
植
林
を
す
る
こ
と
。
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問
5　

二
重
傍
線
部　

｢

自
然
」に
ど
う
か
か
わ
れ
ば
い
い
の
で
し
ょ
う
か　

と
あ
る
が
、
筆
者
は「
自
然
」と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
か
。
そ
の
説

明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

17

。

1　

壊
れ
か
け
た
自
然
の
生
態
系
を
保
持
で
き
る
よ
う
に
、
人
間
と
自
然
を
完
全
に
分
離
さ
せ
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

2　

人
間
が
自
然
を
搾
取
す
る
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
か
ら
脱
却
し
、
よ
り
広
い
視
野
に
立
っ
て
自
然
に
働
き
か
け
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

3　

自
然
の
精
神
的
な
価
値
に
一
層
目
を
向
け
、
長
期
的
な
観
点
か
ら
自
然
の
理
想
化
を
確
立
し
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

4　

自
然
を
理
想
と
し
て
人
間
中
心
主
義
を
反
省
す
る
だ
け
で
な
く
、
人
間
が
自
然
に
適
応
し
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

5　

こ
れ
ま
で
開
発
に
用
い
て
き
た
道
具
を
で
き
る
限
り
早
期
に
廃
棄
し
て
、
自
然
と
の
共
存
を
実
現
す
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

問
6　

こ
の
文
章
に
お
け
る
論
の
展
開
や
内
容
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

18

。 

1　

現
在
の
環
境
問
題
を
論
じ
る
上
で
主
流
と
な
っ
て
い
る
人
間
中
心
主
義
批
判
の
根
拠
を
、
複
数
の
引
用
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
自
然
の
精
神
的
価
値
を
尊

重
す
る
立
場
か
ら
生
態
系
保
護
の
方
法
を
考
え
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。

2　

人
間
が
自
然
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
こ
と
が
必
然
的
で
あ
る
こ
と
を
、
自
然
は
人
間
の
手
が
加
わ
っ
た
文
化
で
あ
る
と
い
う
新
し
い
見
方
を
根
拠
に
説
明
し
た
上

で
、
相
互
利
益
の
観
点
か
ら
人
間
と
自
然
と
の
関
係
を
論
ず
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。

3　

近
代
の
豊
か
な
生
活
の
も
と
で
自
然
と
人
間
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
は
、
人
間
に
よ
る
自
然
保
護
の
原
則
か
ら
外
れ
て
い
る
と
説
明
し
た
上
で
、
支
配
・
被
支
配

の
観
点
か
ら
人
間
と
自
然
と
の
か
か
わ
り
を
捉
え
な
お
す
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
る
。

4　

人
間
と
自
然
と
の
調
和
を
自
然
保
護
の
理
想
と
す
る
こ
と
へ
の
反
発
か
ら
、
人
間
が
自
然
へ
ど
れ
だ
け
介
入
す
る
か
と
い
う
基
準
を
具
体
的
に
示
し
た
上
で
、
広
い

視
野
か
ら
人
間
と
自
然
と
の
関
係
の
あ
り
方
を
考
え
る
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。

5　

疎
外
論
的
発
想
で
自
然
環
境
保
護
を
論
じ
る
こ
と
は
、
自
然
と
人
間
と
の
二
元
的
な
対
立
を
前
提
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
長
期
的

観
点
か
ら
人
間
と
自
然
と
の
か
か
わ
り
方
を
考
え
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る
。
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田
中
さ
ん
の
ク
ラ
ス
で
は
、
国
語
総
合
の
授
業
で
Ⅰ
と
Ⅱ
の
文
章
を
読
み
比
べ
た
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
問
1
〜
問
4
に
答
え
よ
。

Ⅰ伯は
く

牙が

、
鍾し

よ
う

子し

期き

と
は
琴
の
友
な
り
。
鍾
子
、
さ
き
だ
ち
て
失
せ
に
け
れ
ば
、「
今
は
た
れ
に
か
琴
の
音
を
聞
き
知
ら
れ
む
」と
て
、
そ
の
絃げ

ん

を
は
づ
し
て
、
ひ
か
ざ
り
け
り
。

（
中
略
）

元げ
ん

稹し
ん

と
楽
天
と
は
詩
の
友
に
て
お
は
せ
し
が
、
元
稹
は
か
な
く
な
り
し
か
ば
、
楽
天
、
そ
の
作
り
た
り
し
詩
ど
も
を
三
十
巻
集
め
て
、
唐
の
大
教
院
の
経
蔵
に
ぞ
籠
め
お
か
れ

け
る
。遺 

文 

三 

十 

軸

軸 

ニ々 

金 

玉ノ 

声

竜 

門 

原 

上ノ 

土

埋う
づ
メ
テ

　

骨ヲ 

不ず 

埋マ 

名ヲ

と
は
、
こ
れ
を
書
か
れ
た
る
な
り
。

楽
天
、
ま
た
あ
る
文
の
友
に
寄
せ
ら
る
る
詩
に
い
は
く
、

交 

情 

鄭て
い 

重ち
よ
う 

金ニ 

相 

似タ
リ

詩 

韻 

清せ
い 

鏘し
や
う 

玉モ 

不 

如し
カ

5
（
注
1
）

Ａ

（
注
2
）

（
注
3
）

（
注
4
）
Ｂ

（
注
5
）

（
注
6
）

（
注
7
）

レ

レ

レ

（
注
8
）

（
注
9
）

レ
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ま
こ
と
に
佳
友
の
交
は
り
、
な
に
よ
り
も
お
も
し
ろ
く
あ
る
べ
し
。
阮げ

ん

家
の
南
北
の
垣
を
も
隔
て
ず
、
貧
を
も
恥
ぢ
ざ
り
し
、
な
に
ご
と
を
契
り
け
む
。
孟ま

う

母ぼ

が
子
を
思
ふ
ゆ

ゑ
に
、
隣
を
三
度
ま
で
か
へ
け
る
も
、
友
を
え
ら
ぶ
心
、
こ
れ
ま
た
と
り
ど
り
な
り
。

（
中
略
）

《
山
鳥
の
鏡
に
向む

か

ひ
て
鳴
き
、
雁か

り

の
行つ

ら

を
な
し
て
飛
ぶ
、
み
な
友
を
思
ふ
心
な
り
。
佐
保
の
河
原
の
霧
の
中
に
、
友
ま
よ
は
せ
る
千
鳥
の
夕ゆ

ふ

暮ぐ
れ

の
声
、
す
ご
く
こ
そ
聞き

こ

ゆ
れ
。

さ
ゆ
る
入
江
の
波
の
上
に
、
つ
が
は
ぬ
鴛を

鴦し

の
浮
き
寝
も
、
下
や
す
か
ら
ぬ
思
ひ
の
ほ
ど
、
さ
こ
そ
は
と
あ
は
れ
な
り
。
友
な
し
小
舟
の
ほ
の
か
に
漕こ

ぎ
行
く
明あ

か

石し

の
浦
の
嶋し

ま

隠

れ
、
友
と
す
る
人
す
く
な
か
り
け
る
東あ

づ
ま

路ぢ

の
八や

つ

橋は
し

の
わ
た
り
、
か
れ
も
こ
れ
も
思
ひ
や
ら
れ
て
心
細
し
。》

（『
十
訓
抄
』に
よ
る
。）

（
注
1
）　

伯
牙
、
鍾
子
期
―
―
人
名
。

（
注
2
）　

元
稹
、
楽
天
―
―
人
名
。

（
注
3
）　

大
教
院
―
―
未
詳
。

（
注
4
）　

経
蔵
―
―
経
典
を
納
め
て
お
く
建
物
。

（
注
5
）　

遺
文
―
―
生
前
に
書
き
残
し
た
文
章
。

（
注
6
）　

竜
門
―
―
竜
門
山
。
元
稹
が
葬
ら
れ
た
地
。 

（
注
7
）　

原
上
―
―
野
原
の
土
の
上
。

（
注
8
）　

鄭
重
―
―
親
密
で
あ
る
さ
ま
。

（
注
9
）　

清
鏘
―
―
清
ら
か
で
美
し
い
響
き
。

（
注
10
）　

阮
家
―
―
阮
家
は
南
阮
と
北
阮
の
家
に
分
か
れ
て
い
た
。

（
注
11
）　

孟
母
―
―
戦
国
時
代
の
思
想
家
孟
子
の
母
。

（
注
12
）　

佐
保
―
―
現
在
の
奈
良
県
北
部
の
地
名
。「
佐
保
の
河
原
」は
歌
枕
。

（
注
13
）　

さ
ゆ
る
―
―
冷
え
冷
え
と
し
た
。

（
注
14
）　

明
石
の
浦
―
―
現
在
の
兵
庫
県
明
石
市
の
海
岸
。
歌
枕
。

（
注
15
）　

八
橋
―
―
現
在
の
愛
知
県
知
立
市
の
地
名
。
歌
枕
。 

（
注
10
）

（
注
11
）

（
注
12
）

（
注
13
）

（
注
14
）

（
注
15
）
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Ⅱ

服ふ
く 
け
ん 

既ニ 

善ク
ス

 

春 

秋ヲ。
将ま

さ
ニ

  

為つ
く
ラ
ン
ト

　

 

注ヲ、
欲ス 

参さ
ん-

攷か
う
セ
ン
ト

　

 

同 

異ヲ。
聞キ 

崔さ
い 

烈れ
つ
ガ

 

集メ
テ

 

門 

生ヲ 

講ズ
ル
ヲ

　

伝ヲ、
遂つ

ひ
ニ

  

匿か
く
シ

 

姓 

名ヲ、

為た
め
ニ

 
烈ノ 
門 
人ノ 

賃や
と
ハ
レ
テ

 　

作ル 

食ヲ。
毎つ

ね
ニ

 

当タ
ツ
テ

　

至ル
ニ

 

講 

時ニ、
輒す

な
は
チ

  

窃ひ
そ
カ
ニ

　

聴ク 

戸 

壁ノ 

間ニ。
既ニ 

知リ 

不ざ
ル
ヲ

  

能あ
た
ハ

 

踰こ
ユ
ル
コ
ト

 　

 

己ニ、
稍や

や 

共ニ 

諸 

生ト 
叙ス 
其そ

ノ 
短 

長ヲ。
烈 

聞キ、
不 

測ラ 

何 

人ナ
ル
カ
ヲ

。  

然し
か
レ
ド
モ

　

  

素も
と
ヨ
リ

　

聞キ 

ガ 

名ヲ、
意ニ 

疑フ 

之こ
れ
ヲ。

明め
い 

蚤さ
う
ニ

 

往ゆ
キ、

及ン
デ

  

未い
ま
ダ

  

寤さ
メ、

便す
な
は
チ

  

呼ブ、「
子し 

慎し
ん

、
子 
慎ト。」 

、
不 

覚エ 

驚キ 

応ズ。
遂ニ 

相 

与と
も
ニ

 

友ト
シ

 

善シ。

（『
世
説
新
語
』に
よ
る
。）

（
注
1
）　

服

―
―
人
名
。
後
出
の「
子
慎
」も
同
一
人
物
。

（
注
2
）　

春
秋
―
―
中
国
の
歴
史
書
。
後
出
の「
伝
」は
そ
の
注
釈
書
。

（
注
3
）　

参
攷
―
―
「
参
考
」に
同
じ
。

（
注
4
）　

崔
烈
―
―
人
名
。

（
注
5
）　

賃
―
―
雇
う
。

（
注
6
）　

窃
―
―
こ
っ
そ
り
と
。

（
注
7
）　

戸
壁
間
―
―
戸
や
壁
の
か
げ
。

（
注
8
）　

踰
―
―
ま
さ
る
。

（
注
9
）　

稍
―
―
次
第
に
。

（
注
10
）　

叙
―
―
論
ず
る
。

（
注
11
）　

明
蚤
―
―
次
の
日
の
朝
。

（
注
1
）

二 （
注
2
）

一

し
レ

レ

三 （
注
3
）

二

一

下 （
注
4
）

二

一

上レ

二

一

二

一 （
注
5
）

レ

レ

二

一

（
注
6
）

二 （
注
7
）

一

レ

レ

レ
（
注
8
）

レ

（
注
9
）

二

一 （
注
10
）

二

一

レ

二

一

二

一

レ

（
注
11
）

レ

ざ
ル
ニレ

レ

国語

026



2018KN1A-01-―　　―26

問
1　

傍
線
部
Ａ　

そ
の
絃
を
は
づ
し
て
、
ひ
か
ざ
り
け
り　

と
あ
る
が
、
そ
の
時
の
心
情
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番

号
は

19

。

1　

鍾
子
期
が
琴
を
無
く
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
鍾
子
期
の
悲
し
み
を
思
い
や
っ
て
自
分
も
琴
を
弾
く
の
を
生
涯
や
め
よ
う
と
い
う
思
い
。

2　

鍾
子
期
の
所
在
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
な
る
べ
く
早
く
一
緒
に
琴
を
弾
く
友
人
を
作
り
心
を
慰
め
た
い
と
い
う
思
い
。

3　

鍾
子
期
が
先
に
死
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
、
今
と
な
っ
て
は
誰
も
自
分
の
琴
の
音
に
つ
い
て
理
解
し
て
く
れ
る
者
は
い
な
い
と
い
う
思
い
。

4　

鍾
子
期
か
ら
の
連
絡
が
全
く
来
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
鍾
子
期
か
ら
預
か
っ
た
琴
を
許
可
な
く
弾
く
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
思
い
。

5　

鍾
子
期
の
残
し
た
琴
の
す
ば
ら
し
さ
を
自
分
で
は
生
か
せ
な
い
の
で
、
見
事
に
演
奏
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
物
を
見
つ
け
よ
う
と
い
う
思
い
。

問
2　

傍
線
部
Ｂ　

籠
め
お
か
れ
け
る　

と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

20

。

1　

元
稹
の
詩
文
に
は
学
ぶ
べ
き
優
れ
た
技
法
が
多
く
、
後
の
詩
人
た
ち
に
そ
れ
ら
の
技
法
を
ま
ね
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。 

2　

元
稹
の
詩
文
に
は
家
族
ぐ
る
み
の
思
い
出
が
た
く
さ
ん
つ
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
思
い
出
を
風
化
さ
せ
た
く
な
か
っ
た
か
ら
。

3　

元
稹
の
詩
文
に
は
楽
天
の
詩
文
に
勝
る
良
さ
が
あ
り
、
今
よ
り
価
値
が
出
る
ま
で
し
ま
っ
て
お
こ
う
と
思
っ
た
か
ら
。

4　

元
稹
の
詩
文
に
は
楽
天
の
詩
文
よ
り
劣
る
点
が
あ
り
、
優
れ
た
作
品
の
み
を
選
ん
で
保
管
す
べ
き
だ
と
考
え
た
か
ら
。

5　

元
稹
の
詩
文
に
は
美
し
い
響
き
を
も
つ
優
れ
た
作
品
が
多
く
あ
り
、
そ
れ
を
後
世
に
残
し
て
お
き
た
い
と
考
え
た
か
ら
。

国語

027



2018KN1A-01-―　　―27

問
3　

本
文
中
の《　

》で
囲
ん
だ「
山
鳥
の
鏡
に
向
ひ
て
鳴
き
、
…
… 

か
れ
も
こ
れ
も
思
ひ
や
ら
れ
て
心
細
し
。」の
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

21

。

1　

夕
暮
れ
の
霧
の
中
で
友
を
見
失
っ
た
千
鳥
は
仲
間
を
探
し
求
め
て
鳴
く
が
、
そ
の
声
が
も
の
悲
し
さ
に
あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

2　

山
鳥
は
水
面
に
映
る
自
分
や
仲
間
の
姿
を
見
つ
け
て
は
悲
し
げ
に
鳴
く
が
、
心
の
中
で
は
一
羽
で
い
る
の
を
楽
し
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
。

3　

雁
は
風
の
影
響
を
受
け
に
く
い
隊
形
を
作
っ
て
飛
ぶ
が
、
心
の
中
で
は
一
羽
で
自
由
に
飛
ん
で
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

4　

鴛
鴦
は
友
を
失
っ
て
も
平
気
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
悲
し
み
の
あ
ま
り
夜
も
眠
れ
ず
に
水
面
に
漂
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。  

5　

友
の
い
な
い
小
舟
に
乗
る
人
は
身
を
隠
す
よ
う
に
旅
を
し
て
い
る
が
、
本
心
で
は
理
解
し
合
え
る
友
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

問
4　

田
中
さ
ん
た
ち
は
、
Ⅰ
・
Ⅱ
の
文
章
の
内
容
を
踏
ま
え
て「
友
」に
つ
い
て
の
話
合
い
を
し
た
。
次
の【
話
合
い
の
一
部
】を
読
み
、
空
欄

Ｘ

〜

Ｚ

に
入
る
も

の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
後
の
各
群
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

22

〜

24

。

【
話
合
い
の
一
部
】

田
中
さ
ん　
「
Ⅰ
の
文
章
に
も
Ⅱ
の
文
章
に
も
、
友
に
対
す
る
思
い
が
そ
れ
ぞ
れ
書
か
れ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
。」

渡
辺
さ
ん　
「
そ
う
ね
。
Ⅰ
の
文
章
の
伯
牙
と
鍾
子
期
や
元
稹
と
楽
天
の
話
で
は

Ｘ

と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
わ
。」

佐
藤
さ
ん　
「
う
ん
う
ん
。
と
こ
ろ
で
、
私
は
Ⅱ
の
文
章
の
内
容
で『
匿
姓
名
』の
理
由
が
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
、
ど
う
し
て
だ
っ
た
の
か
な
。」

阿
部
さ
ん　
「
あ
あ
、
そ
こ
は

Ｙ

と
い
う
こ
と
が
理
由
じ
ゃ
な
い
か
な
。」

佐
藤
さ
ん　
「
な
る
ほ
ど
。
そ
の
後
二
人
の
関
係
は
変
わ
っ
た
ん
だ
ね
。」

阿
部
さ
ん　
「
そ
う
そ
う
。
Ⅱ
の
文
章
は

Ｚ

こ
と
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
た
け
れ
ど
、
ど
う
だ
ろ
う
。」

田
中
さ
ん　

 「
そ
う
だ
ね
。
私
は『
春
秋
』を
め
ぐ
る
服

と
崔
烈
と
い
う
二
人
の
人
物
の
行
動
を
追
い
な
が
ら
読
み
進
め
る
こ
と
で
、
お
も
し
ろ
く
読
む
こ
と
が
で
き

た
よ
。」
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阿
部
さ
ん　
「
だ
と
す
る
と
、
Ⅰ
と
Ⅱ
は
同
じ
く
友
を
題
材
に
は
し
て
い
る
け
れ
ど
、
違
う
思
い
が
書
か
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
ね
。」

渡
辺
さ
ん　
「
そ
う
ね
。
異
な
っ
た
視
点
か
ら
友
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
、
と
て
も
良
か
っ
た
わ
。」

Ｘ　
　

1　

さ
さ
い
な
こ
と
が
き
っ
か
け
で
別
れ
て
し
ま
っ
た
友
で
も
、
何
か
に
つ
け
て
思
い
出
し
て
し
ま
う

2　

互
い
に
競
い
合
い
多
く
の
月
日
を
一
緒
に
過
ご
し
た
友
で
も
、
死
後
は
思
い
が
薄
れ
て
い
く

3　

幼
い
頃
か
ら
常
に
友
を
優
先
し
、
友
の
死
後
は
そ
の
功
績
を
残
す
た
め
に
精
一
杯
尽
力
す
る

4　

お
互
い
が
相
手
の
こ
と
を
認
め
尊
重
し
合
い
、
別
れ
て
も
な
お
友
へ
の
思
い
を
忘
れ
な
い

5　

そ
れ
ぞ
れ
が
自
分
の
人
生
の
充
実
を
願
い
、
時
に
は
相
談
し
合
え
る
者
同
士
と
し
て
支
え
合
う

Ｙ　
　

1　

日
頃
か
ら
見
下
し
て
き
た
崔
烈
の
元
へ
行
き
、
自
分
の
名
前
を
明
ら
か
に
し
て『
春
秋
』に
関
す
る
教
え
を
請
う
の
は
恥
ず
か
し
か
っ
た

2　

他
の
系
統
で
あ
る
崔
烈
の
元
に
出
入
り
し
て
い
た
こ
と
が
明
る
み
に
出
て
、『
春
秋
』の
注
釈
に
関
わ
る
立
場
か
ら
外
さ
れ
る
の
を
恐
れ
た

3　
『
春
秋
』に
習
熟
し
て
い
る
自
分
の
素
性
を
知
ら
れ
ず
に
、
自
分
と
諸
家
と
の『
春
秋
』の
注
釈
の
違
い
に
つ
い
て
知
り
た
か
っ
た

4　
『
春
秋
』の
注
釈
は
門
外
不
出
の
こ
と
な
の
で
、
自
分
が『
春
秋
』に
つ
い
て
調
べ
て
い
る
こ
と
を
誰
に
も
知
ら
れ
た
く
な
か
っ
た

5　

既
に
崔
烈
に
弟
子
入
り
を
し
て『
春
秋
』の
注
釈
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
、
わ
ざ
わ
ざ
名
前
を
出
す
必
要
は
な
い
と
考
え
た

Ｚ　
　

1　

幼
い
頃
か
ら
競
い
合
っ
た
者
同
士
が
、
様
々
な
経
験
を
重
ね
大
人
に
な
る
こ
と
で
晩
年
に
は
和
解
し
て
い
く

2　

異
な
る
系
統
に
い
な
が
ら
同
じ
志
を
も
つ
者
同
士
が
、
互
い
に
交
流
し
た
こ
と
で
新
た
に
友
情
を
育
ん
だ

3　

そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
伝
統
を
守
る
立
場
に
あ
る
者
同
士
は
、
時
に
は
友
と
で
も
競
い
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

4　

心
を
許
し
合
っ
た
友
同
士
は
、
久
し
く
会
え
な
い
時
間
を
経
る
こ
と
で
相
手
の
気
持
ち
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る

5　

同
じ
系
統
に
属
し
同
じ
道
を
歩
む
者
同
士
は
、
常
に
相
手
よ
り
優
位
に
立
つ
こ
と
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

22
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