
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 29 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　　　　　語令和 5年度 （50分）
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次
の
問
1
〜
問
5
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
　
哀
愁
を
帯
び
た
ピ
ア
ノ
の
調
べ
。

　
　

1
　
あ
い
し
ゅ
う

2
　
あ
い
う

3
　
ち
ゅ
う
し
ゅ
う

4
　
ち
ゅ
う
う

5
　
あ
い
し
ん

イ
　
雲
が
幾
重
も
山
に
か
か
っ
て
い
る
。

　
　

1
　
い
く
お
も

2
　
き
ち
ょ
う

3
　
き
じ
ゅ
う

4
　
き
え

5
　
い
く
え

1

1

⎩―――⎨―――⎧

2

⎩―――⎨―――⎧
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問
2

　
傍
線
部
に
当
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

。

衝
動
に
カ
ら
れ
る
。

　
　

1
　
モ
ー
タ
ー
を
ク
ド
ウ
さ
せ
る
。

2
　
立
入
り
禁
止
ク
イ
キ
を
設
け
る
。

3
　
ハ
イ
ク
の
季
語
を
学
ぶ
。

4
　
祖
先
を
ク
ヨ
ウ
す
る
。

5
　
ク
ド
ク
を
積
ん
だ
僧
侶
の
話
を
聞
く
。

問
3

　
次
の
月
の
異
名
の
組
合
せ
と
し
て
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

。

二
月
・
九
月
・
十
一
月

1
　
睦
月
・
長
月
・
霜
月

2
　
如
月
・
長
月
・
霜
月

3
　
如
月
・
葉
月
・
神
無
月

4
　
弥
生
・
葉
月
・
師
走

5
　
睦
月
・
長
月
・
神
無
月

⎩―――⎨―――⎧

国語
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問
4　

空
欄

に
入
る
語
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

5

。

彼
に
し
て
み
た
ら

緊
張
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

1　

た
と
え

2　

あ
た
か
も

3　

決
し
て

4　

さ
ぞ
か
し

5　

ま
る
で

問
5　

傍
線
部
Ａ
〜
Ｅ
の
敬
語
の
使
い
方
が
適
当
で
な
い
も
の
を
、
後
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

6

。

本
日
は
当
館
に
御
来
場
い
た
だ
き
、
誠
に
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
御
来
場
の
皆
様
に
、
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
客
席
内
へ
の
飲
み
物
の
持
ち
込
み
は
御
遠
慮
く

だ
さ
い
。
倒
れ
て
も
こ
ぼ
れ
な
い
フ
タ
付
き
の
飲
み
物
は
御
利
用
い
た
だ
け
ま
す
。
花
束
な
ど
を
お
持
ち
の
お
客
様
は
、
ロ
ビ
ー
で
お
預
か
り
し
て
お
り
ま
す
。
そ
の

他
の
御
質
問
は
当
館
ス
タ
ッ
フ
ま
で
伺
っ
て
く
だ
さ
い
。

1　

Ａ

2　

Ｂ

3　

Ｃ

4　

Ｄ

5　

Ｅ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

国語
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北
高
校
の
購
買
協
力
委
員
会
で
は
、
委
員
会
担
当
の
増
田
先
生
か
ら
依
頼
さ
れ
、
来
年
度
の
購
買
部（
学
校
で
学
用
品
な
ど
を
販
売
す
る
所
）で
販
売
す
る
品
目
に
つ
い
て
、
生

徒
か
ら
の
要
望
を
と
り
ま
と
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
に
挙
げ
る【
話
合
い
の
一
部
】は
、
一
月
、
二
月
に
開
か
れ
た
購
買
協
力
委
員
会
で
、
委
員
の
生
徒
が
、
購
買
部
で
取
り
扱

う
来
年
度
の
販
売
品
目
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
時
の
も
の
で
あ
る
。【
Ⅰ
】〜【
Ⅵ
】は
そ
の
時
の
委
員
会
の
資
料
で
あ
る
。【
Ⅰ
】〜【
Ⅲ
】は
購
買
協
力
委
員
会
の
生
徒
が
ま
と
め
た

も
の
で
あ
り
、【
Ⅳ
】〜【
Ⅵ
】は
増
田
先
生
か
ら
提
供
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
問
1
、
問
2
に
答
え
よ
。

一
月
の
購
買
協
力
委
員
会
で
の【
話
合
い
の
一
部
】（
発
言
者
の
下
の
数
字
は
発
言
回
数
を
示
す
。）

山
中
さ
ん
①　

 「
資
料
に
よ
る
と
、
生
徒
が
購
買
部
で
扱
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
品
目
は
、
文
具
、
お
に
ぎ
り
、
パ
ン
、
デ
ザ
ー
ト
、
飲
み
物
と
い
う
こ
と
で
す
よ
ね
？
」

吉
田
さ
ん
①　

 「
ち
ょ
っ
と
確
認
し
ま
す
…
…
そ
う
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
い
い
と
思
い
ま
す
。」

青
木
さ
ん
①　

 「
私
も
そ
れ
で
い
い
と
思
い
ま
す
。
結
局
は
、
現
在
の
購
買
部
で
扱
っ
て
い
る
品
目
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。」

山
中
さ
ん
②　

 「
そ
う
で
す
ね
。
で
は
、
今
日
の
委
員
会
の
報
告
と
し
て
、
生
徒
が
来
年
度
の
購
買
部
で
扱
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
品
目
は
、
現
在
の
購
買
部
で
扱
っ

て
い
る
品
目
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
を
、
担
当
の
増
田
先
生
に
伝
え
ま
す
。」

二
月
の
購
買
協
力
委
員
会
で
の【
話
合
い
の
一
部
】（
発
言
者
の
下
の
数
字
は
発
言
回
数
を
示
す
。）

山
中
さ
ん
③　

 「
今
日
の
委
員
会
で
は
、
来
年
度
の
購
買
部
で
扱
う
販
売
品
目
の
う
ち
、
パ
ン
と
お
に
ぎ
り
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
何
を
売
っ
て
ほ
し
い
か
、
生
徒
の
ア
ン

ケ
ー
ト
を
も
と
に
検
討
し
ま
す
。
例
年
通
り
、
販
売
す
る
パ
ン
は
八
種
類
、
お
に
ぎ
り
は
六
種
類
だ
そ
う
で
す
。
今
日
の
委
員
会
で
結
論
が
出
な
い
場
合

は
、
来
月
の
委
員
会
で
引
き
続
き
話
し
合
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
み
な
さ
ん
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
で
は
、
パ
ン
と
お
に
ぎ
り
に
つ
い
て
何
を
売
る
か

で
す
が
、
意
見
が
あ
る
人
は
い
ま
す
か
？　

…
…
は
い
。
池
田
さ
ん
、
ど
う
ぞ
。」

池
田
さ
ん
①　

 「
パ
ン
と
お
に
ぎ
り
に
つ
い
て
何
を
売
る
か
は
、
こ
の
資
料
を
見
て
、
希
望
の
多
い
順
に
決
め
て
し
ま
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
希
望
が
多

い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
商
品
を
買
う
生
徒
が
多
い
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
か
ら
で
す
。」

山
中
さ
ん
④　

 「
池
田
さ
ん
か
ら
発
言
が
あ
り
ま
し
た
が
、
他
に
意
見
が
あ
る
人
は
い
ま
す
か
？　

…
…
い
な
い
よ
う
な
の
で
、
で
は
、
池
田
さ
ん
の
発
言
に
あ
っ
た
よ
う

に
、
今
、
池
田
さ
ん
が
示
し
て
く
れ
た
資
料
を
見
て
、
希
望
の
多
い
順
に
決
め
る
と
ど
う
な
る
か
を
、
確
認
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
…
…
読
み
上
げ
ま
す
。
お

2

Ａ

Ｂ

Ｂ
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に
ぎ
り
で
は
、
鮭さ

け

、
ツ
ナ
、
昆
布
、
た
ら
こ
、
お
か
か
、
明め

ん

太た
い

子こ

で
す
。
パ
ン
で
は
、
一
番
多
か
っ
た
の
が
卵
サ
ン
ド
と
カ
レ
ー
パ
ン
、
次
が
、
焼
き
そ
ば

パ
ン
と
チ
ー
ズ
ピ
ザ
。
あ
と
は
順
に
、
ツ
ナ
サ
ン
ド
、
ア
ン
パ
ン
、
シ
ー
フ
ー
ド
ピ
ザ
、
コ
ロ
ッ
ケ
パ
ン
で
す
。
何
か
意
見
が
あ
る
人
は
い
ま
す
か
？
」

川か
わ

俣ま
た

さ
ん
①　

 「
パ
ン
の
八
種
類
に
つ
い
て
、
意
見
が
あ
り
ま
す
。
今
、
池
田
さ
ん
や
山
中
さ
ん
が
元
に
し
た
資
料
を
見
る
と
、
卵
サ
ン
ド
、
カ
レ
ー
パ
ン
、
焼
き
そ
ば
パ

ン
、
チ
ー
ズ
ピ
ザ
、
ツ
ナ
サ
ン
ド
、
シ
ー
フ
ー
ド
ピ
ザ
、
コ
ロ
ッ
ケ
パ
ン
の
七
種
類
が
総
菜
系
の
パ
ン
で
、
ア
ン
パ
ン
だ
け
が
甘
い
パ
ン
と
な
っ
て
い
ま

す
。
だ
か
ら
、
扱
う
パ
ン
が
総
菜
系
に
偏
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
甘
い
パ
ン
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
は
あ
る
と
思
う
の
で
、
資
料
の
通
り
に
機
械
的
に

選
ぶ
の
で
は
な
く
、
甘
い
パ
ン
を
も
う
少
し
入
れ
る
方
向
で
考
え
る
方
が
い
い
と
思
い
ま
す
。」

山
中
さ
ん
⑤　

 「
パ
ン
に
つ
い
て
意
見
が
出
ま
し
た
が
、
他
に
何
か
意
見
が
あ
る
人
は
…
…
は
い
。
青
木
さ
ん
、
ど
う
ぞ
。」

青
木
さ
ん
②　

 「
質
問
を
し
て
い
い
で
す
か
？　

川
俣
さ
ん
は
、
ど
う
し
て
甘
い
パ
ン
に
対
す
る
ニ
ー
ズ
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
か
？
」

川
俣
さ
ん
②　

 「
今
年
度
の
購
買
部
で
扱
っ
て
い
る
パ
ン
は
、
た
し
か
、
総
菜
系
の
パ
ン
が
四
種
類
、
甘
い
パ
ン
が
四
種
類
で
す
が
、
甘
い
パ
ン
の
方
が
い
つ
も
先
に
売
り

切
れ
て
い
る
の
を
見
て
い
る
か
ら
で
す
。」

青
木
さ
ん
③　

 「
あ
、
そ
れ
は
た
し
か
に
、
そ
う
か
も
し
れ
な
い
な
あ
。」

吉
田
さ
ん
②　

 「
私
も
川
俣
さ
ん
の
意
見
に
賛
成
で
す
。
今
年
度
の
購
買
部
で
は
ア
ン
パ
ン
が
真
っ
先
に
売
り
切
れ
て
し
ま
う
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
私
に
も
あ
り
ま
す
。
そ

れ
に
、
資
料
を
見
る
と
、
今
年
度
は
ア
ン
パ
ン
が
卵
サ
ン
ド
や
カ
レ
ー
パ
ン
と
同
じ
く
ら
い
売
れ
て
い
る
し
、
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
パ
ン
や
ク
リ
ー
ム
パ
ン
は

チ
ー
ズ
ピ
ザ
よ
り
売
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
パ
ン
に
つ
い
て
何
を
売
る
か
は
、
資
料
の
通
り
に
機
械
的
に
決
め
る
の
で
は
な
く
、
川
俣
さ
ん
が
言
う
よ
う

に
、
も
う
少
し
検
討
し
て
も
い
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。」

山
中
さ
ん
⑥　

 「
パ
ン
に
つ
い
て
意
見
が
出
て
き
て
い
ま
す
が
、
他
に
ど
う
で
す
か
？
」

青
木
さ
ん
④　

 「
提
案
な
の
で
す
が
、
お
に
ぎ
り
に
つ
い
て
は
意
見
が
出
な
い
よ
う
な
の
で
、
今
日
の
委
員
会
で
は
お
に
ぎ
り
の
種
類
を
決
め
る
と
こ
ろ
ま
で
と
し
て
、
パ

ン
の
種
類
に
つ
い
て
は
、
次
回
の
委
員
会
で
も
う
一
度
検
討
し
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
？
」

山
中
さ
ん
⑦　

 「
今
の
青
木
さ
ん
か
ら
の
提
案
に
つ
い
て
、
ど
う
で
す
か
？　

…
…
み
な
さ
ん
、
同
意
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
な
の
で
、
そ
れ
で
は
、
今
日
の
委
員
会
の
報

告
と
し
て
、
来
年
度
購
買
部
で
扱
っ
て
ほ
し
い
お
に
ぎ
り
の
六
種
類
を
増
田
先
生
に
伝
え
ま
す
。
パ
ン
に
つ
い
て
は
、
次
回
の
委
員
会
で
改
め
て
検
討
す
る

こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。」

Ｃ

国語

007



2023KN1A-01-―　　―7

今年度の北高購買部でのパンの売り上げ個数
（ 4月～ 12 月まで）

カレー
パン 卵サンド チーズピザ

焼きそば
パン アンパン クリーム

パン

チョコ
レート
パン

ドーナツ
パン

4月～
7月 1525 1525 1454 1500 1525 1440 1518 1300

9 月～
12 月 1850 1850 1669 1842 1845 1794 1815 1746

合計 3375 3375 3123 3342 3370 3234 3333 3046

【
Ⅳ
】 購買部で売ってほしいもの

　※「引き続き売ってほしいもの」でも「新たに売ってほしいもの」でもどちらも可

・ノート
・ボールペン
・ボールペンの替え芯
・シャーペン
・シャーペンの芯
・マーカー
・消しゴム
・修正テープ
・おにぎり
・パン
・サンドイッチ
・飲み物
・プリン
 調査対象は北高生

【
Ⅰ
】

今年度の北高購買部でのおにぎりの売り上げ個数
（ 4月～ 12 月まで）

鮭 ツナ たらこ 昆布 明太子 高菜

4月～ 
7 月 1830 1824 1789 1795 1744 1691

9 月～ 
12 月 2205 2207 2179 2165 2147 2070

合計 4035 4031 3968 3960 3891 3761

【
Ⅴ
】

【
Ⅱ
】

【
Ⅵ
】

【
Ⅲ
】

55

購買部で売ってほしいパン（上位 11 種類）
※「引き続き売ってほしいもの」でも「新たに売ってほしいもの」でもどちらも可

140

120

100

80

60

40

20

0

人数

卵サ
ンド

カレ
ーパ
ン

焼き
そば
パン

チー
ズピ
ザ

ツナ
サン
ド

アン
パン

シー
フー
ドピ
ザ

コロ
ッケ
パン

チョ
コレ
ート
パン

クリ
ーム
パン

ドー
ナツ
パン

調査対象は北高生

124 124

97
78

58
43 37

97

37

66

今年度、北高購買部で扱っている品目
・文具

・飲食物

⎣
―
―
―
⎡ノート・ルーズリーフ・手帳・ボールペン・ボールペンの

替え芯・鉛筆・シャーペン・シャーペンの芯・マーカー・
消しゴム・修正テープ

⎣
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
⎡パン

おにぎり

飲み物

デザート

カレーパン・卵サンド・チーズピザ・焼きそば
パン・アンパン・クリームパン・チョコレート
パン・ドーナツパン⎝

―
――
⎛

⎠
―
――
⎞

鮭・ツナ・たらこ・明太子・高菜・昆布⎝
⎛

⎠
⎞

プリン・ゼリー⎝
⎛

⎠
⎞

152

購買部で売ってほしいおにぎり（上位 8種類）
※「引き続き売ってほしいもの」でも「新たに売ってほしいもの」でもどちらも可

180

160

140

120

100

80

60

40

人数

調査対象は北高生

20

0
鮭 ツナ 昆布 たらこ おかか 明太子 高菜 梅

56
7478

39

135
120

159

国語
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問
1　

傍
線
部
Ａ　

資
料
、
傍
線
部
Ｂ　

資
料
、
傍
線
部
Ｃ　

資
料
は
、
そ
れ
ぞ
れ【
Ⅰ
】〜【
Ⅵ
】の
ど
れ
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
組
合
せ
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

7

。

1　

傍
線
部
Ａ
の
資
料
は【
Ⅰ
】、
傍
線
部
Ｂ
の
資
料
は【
Ⅱ
】、
傍
線
部
Ｃ
の
資
料
は【
Ⅳ
】。

2　

傍
線
部
Ａ
の
資
料
は【
Ⅰ
】、
傍
線
部
Ｂ
の
資
料
は【
Ⅲ
】、
傍
線
部
Ｃ
の
資
料
は【
Ⅵ
】。

3　

傍
線
部
Ａ
の
資
料
は【
Ⅰ
】、
傍
線
部
Ｂ
の
資
料
は【
Ⅱ
】と【
Ⅲ
】、
傍
線
部
Ｃ
の
資
料
は【
Ⅳ
】。

4　

傍
線
部
Ａ
の
資
料
は【
Ⅰ
】と【
Ⅵ
】、
傍
線
部
Ｂ
の
資
料
は【
Ⅳ
】と【
Ⅴ
】、
傍
線
部
Ｃ
の
資
料
は【
Ⅵ
】。

5　

傍
線
部
Ａ
の
資
料
は【
Ⅵ
】、
傍
線
部
Ｂ
の
資
料
は【
Ⅱ
】と【
Ⅲ
】、
傍
線
部
Ｃ
の
資
料
は【
Ⅳ
】。

問
2　

そ
れ
ぞ
れ
の
発
言
に
つ
い
て
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

8

。

1　

吉
田
さ
ん
①
と
青
木
さ
ん
①
の
発
言
は
、
山
中
さ
ん
①
の
発
言
に
つ
い
て
あ
く
ま
で
も
部
分
的
に
同
意
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

2　

山
中
さ
ん
②
と
山
中
さ
ん
⑦
の
発
言
は
、
話
し
合
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
、
次
回
の
委
員
会
の
日
時
を
予
告
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

3　

池
田
さ
ん
①
と
川
俣
さ
ん
①
の
発
言
は
、
取
り
上
げ
た
資
料
に
は
同
じ
も
の
も
あ
る
が
、
理
由
付
け
が
異
な
り
、
別
の
意
見
と
な
っ
て
い
る
。

4　

山
中
さ
ん
⑤
と
青
木
さ
ん
④
の
発
言
は
、
論
点
を
絞
り
、
検
討
の
仕
方
を
具
体
的
に
提
案
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

5　

川
俣
さ
ん
②
と
吉
田
さ
ん
②
の
発
言
は
、
理
由
に
つ
い
て
は
、
言
及
し
て
い
な
い
も
の
の
、
自
分
の
主
張
を
述
べ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

国語

009



2023KN1A-01-―　　―9

西
高
校
で
は
、
国
語
の
時
間
に「
西
高
校
で
取
り
組
ん
で
み
た
い
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
意
見
文
を
書
き
、
そ
れ
を
相
互
評
価
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
次
に
あ
げ
る

【
意
見
文
】は
、
こ
の
学
習
で
池
沢
さ
ん
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、【
和
久
井
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
】、【
滝
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
】は
、
池
沢
さ
ん
の【
意
見
文
】を
読
ん
で
、
和
久

井
さ
ん
と
滝
さ
ん
が
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
問
1
、
問
2
に
答
え
よ
。

3
西高校で取り組んでみたいＳＤＧｓ

 1 年 5 組　池沢知秋

「西高校で取り組んでみたいＳＤＧｓ」として私が考えるのは、身の回りの不要
な物品を回収することだ。具体的には、「私たちが実際に取り組めそうなこと」と
いう観点から、古着等の回収と、ペットボトルの蓋や家にある不要な食品の回収
を考えている。
まず、古着等の回収についてだが、回収するものは、古着、靴、かばん、未使
用のバスタオルやタオル等とする。そして、回収は来月の学校祭の時とする。と
いうのも、  たとえば、中学校時代のジャージや制服等のような古着、ランドセル
やリュック等のようなかばん、中学校時代の体育館シューズ等のような靴を全部
まとめて持ってこようとすると、かなりの量になってしまうことが想定されるか
らだ。もし、それらをまとめた結果が一人で持ちきれない分量になってしまった
場合、学校に持ってくること自体をやめてしまうかもしれない。せっかく回収に
協力したい気持ちがあるのに、運ぶ手段がないことで結果的に回収への協力を断
念してしまうような事態は避けたい。だから、回収時期は学校祭の時にして、  学
校祭で来校する保護者に回収品の運搬を協力してもらえば、登校の際に自分一人
で持ちきれない分量であっても運ぶことができるため、回収量も多くなると考え
る。ちなみに去年、妹の中学校の学校祭では、各家庭からの不用品を持ち寄って
販売する「バザー」が行われた。 「バザー」があったせいか、妹の中学校では、去年
の学校祭の来校者数は、例年よりも多かったようだ。だから、西高校の学校祭で
各家庭に協力を依頼して古着等の回収を行えば、学校祭での来校者数はきっと増
えると考える。
次にペットボトルの蓋の回収についてだ。これについては毎月 1度回収日を設
けたい。学校に水筒を持参する人が増えてきているとはいえ、やはりペットボト
ル飲料は私たちにとって身近なものである。 昨年度、生徒会が途上国の人達にワ
クチンを贈るため、西高校内でペットボトルの蓋の回収を呼びかけた時には、大
量の蓋が集まった。だから、校内で毎月 1 度ペットボトルの蓋の回収が始まれ
ば、回収に協力してくれる人は、少なからずいるだろう。
食品の回収についても同様に、毎月 1度回収日を設けたい。 回収日をきっかけ
にして、家に不要な食品がないかを毎月点検することは、各家庭における食品ロ
スの削減にもつながると考える。ペットボトルの蓋と不要な食品の回収は同じ日
に行うこととし、ボランティア部に協力を依頼してはどうかと考えている。
西高校ボランティア部は、市内の保育園児との交流活動にも取り組んでいる

そうだ。また、市の児童館で絵本の読み聞かせ活動のボランティアを行っている
そうだ。
古着等やペットボトルの蓋の回収を通して、途上国の子どもにワクチンを贈る
ことができる。また、家にある不要な食品の回収を通して、食品ロスを削減して
いくこともできる。古着、ペットボトルの蓋、不要な食品といった「身の回りの物
品」の回収を通して、私たちは「遠くの世界の誰か」のことを考えるようになるだろ
う。「遠くの世界の誰か」のことを考えることは、私たちの視野を広げ、物事を他
人事では終わらせない価値観を育むことにつながる。ささやかではあるが、これ
が、私たちが西高校でできるＳＤＧｓなのだと考える。

【
意
見
文
】（
意
見
文
中
の※

は
、
設
問
の
都
合
で
付
し
た
も
の
で
あ
る
。）

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

Ｅ

※

国語
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問
1　
【
和
久
井
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
】の

ア

に
入
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

9

。

1　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
蓋
を
集
め
る
と
い
う
池
沢
さ
ん
の
提
案
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
部
が
賛
同
し
な
い
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る

2　

西
高
校
で
取
り
組
ん
で
み
た
い
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
し
て
池
沢
さ
ん
が
述
べ
て
い
る
主
張
に
関
係
し
て
い
な
い

3　

西
高
校
で
取
り
組
ん
で
み
た
い
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
と
し
て
池
沢
さ
ん
が
述
べ
て
い
る
内
容
を
強
調
し
す
ぎ
る

4　

池
沢
さ
ん
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
部
と
し
て
行
っ
て
い
る
活
動
の
説
明
と
な
っ
て
い
る

5　

ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
蓋
を
集
め
る
と
い
う
池
沢
さ
ん
の
提
案
を
打
ち
消
し
て
し
ま
う
内
容
で
あ
る

西高校で取り組んでみたいＳＤＧｓ

に関する池沢さんのアイデアが、それ

ぞれの段落で丁寧に説明されていたの

で、とても分かりやすかったです。

改善点をあげるなら、 5個目の形式

段落（※）だと思います。この段落は

ア という理由で、カットしても

よいのではないかと思いました。

【
和
久
井
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
】

西高校で取り組んでみたいＳＤＧｓ

のアイデアを初めに大きく示し、その

後で具体的な説明をするという論理の

展開が良かったです。

ですが、 イ の部分は、池沢さ

んの考えが飛躍していて、根拠がない

推論になってしまっているので、修正

した方がいいと思います。

【
滝
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
】

国語
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問
2　
【
滝
さ
ん
の
コ
メ
ン
ト
】の

イ

に
入
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

10

。

1　

下
線
部
Ａ

2　

下
線
部
Ｂ

3　

下
線
部
Ｃ

4　

下
線
部
Ｄ

5　

下
線
部
Ｅ

国語
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
1
〜
問
6
に
答
え
よ
。

近
世
文
人
の
条
件
は
、
漢
文
を
自
在
に
操
る
能
力
と
漢
学
・
儒
学
の
教
養
で
あ
る
。
医
学（
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
漢
方
医
学
）は
も
ち
ろ
ん
、
当
時
の
学
問
は
お
お
む
ね
漢
籍
に
依

存
し
て
い
た
か
ら
、
漢
学
は
文
人
の
基
礎
教
養
で
あ
っ
た
。
蘭ら

ん

学が
く

で
さ
え
ま
ず
は
漢
学
を
学
び
、
洋
書
も
漢
訳
で
読
ん
だ
。
加
え
て
、
知
的
思
考
の
枠
組
み
は
東
ア
ジ
ア
全
域
を

お
お
っ
て
い
た
朱
子
学
で
あ
っ
た
。
日
本
で
は
、
古
代
・
中
世
に
は
仏
教
が
思
想
基
盤
を
提
供
し
て
い
た
が
、
近
世
権
力
は
仏
教
を
政
治
統
制
下
に
お
き
、
自
由
な
活
動
を
制
限

し
た
。
そ
の
た
め
儒
学
が
、
仏
教
に
と
っ
て
代
わ
っ
て
、
思
考
の
枠
組
み
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

朱
子
学
は
壮
大
に
し
て
精
緻
な
理
論
を
持
つ
思
想
で
あ
っ
た
。
小
は
日
々
の
行
動
規
範
か
ら
、
大
は
宇
宙
の
運
動
法
則
に
い
た
る
ま
で
、
一
貫
し
た
原
理
で
こ
の
世
界
を
説
明

す
る
知
的
装
置
で
あ
る
。
い
つ
の
時
代
で
も
人
は
、
自
ら
が
生
き
る
こ
と
の
意
味
や
拠よ

り
所
を
求
め
る
も
の
だ
が
、
江
戸
時
代
で
は
儒
学
、
と
り
わ
け
朱
子
学
が
そ
れ
に
応
え
る

学
で
あ
っ
た
。

戦
乱
を
克
服
し
て
実
現
し
た
泰
平
の
時
代
、
人
び
と
は
、
宗
教
で
は
な
く
、
東
ア
ジ
ア
全
域
を
お
お
っ
た「
普
遍
的
」な
学
問
に
も
と
づ
い
て
、
知
的
な
活
動
を
お
こ
な
う
よ
う

に
な
っ
て
い
た
。
文
字
社
会
と
な
り
、
文
字
を
学
ぶ
こ
と
が
日
常
化
す
る
な
か
、
知
的
な
学
び
と
教
養
が
求
め
ら
れ
る
時
代
と
な
っ
た
。
そ
れ
は
政
治
的
特
権
層
だ
け
の
話
で
は

な
く
、
村
落
の
指
導
層
に
い
た
る
ま
で
、
あ
る
種
の
文
化
資
本
と
し
て
求
め
ら
れ
た
教
養
で
あ
っ
た
。
そ
の
教
養
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
、
社
会
的
地
位
を
維
持
す
る
た
め
に
必

要
な
条
件
で
あ
っ
た
。

江
戸
時
代
に
、
た
ん
に「
学
問
」と
い
え
ば
儒
学
の
こ
と
を
さ
す
。
儒
学
は
そ
れ
ほ
ど
学
問
の
正
統
の
位
置
に
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
、
学
問
に
進
む
た
め
に
は
漢
文
リ
テ
ラ
シ
ー
を

身
に
つ
け
る
こ
と
を
必
要
と
し
た
。
知
識
人
は
学
問
に
関
す
る
こ
と
は
す
べ
て
漢
文
で
書
い
た
。
そ
れ
は
ペ
ダ
ン
チ
ッ
ク
な
趣
味
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
漢
文
で
な
け
れ
ば
表

現
で
き
な
い
知
の
世
界
が
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
江
戸
の
知
識
人
は「
漢
文
で
考
え
た
」に
ち
が
い
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
漢
文
は
ま
た「
思
考
の
言
語
」で

も
あ
っ
た
。

漢
文
は
ほ
ん
ら
い
外
国
語
で
あ
る
。
し
か
し
日
本
で
は
、
上
述
し
た
和
刻
本
の
よ
う
に
、
返
り
点
・
送
り
仮
名
を
付
し
て
読
む
訓
読
法
が
常
用
さ
れ
た
。
訓
読
は
、
日
本
語
の

文
法
に
即
し
た
独
自
の
言
語
で
、
し
か
も
書
記
言
語
で
あ
る
。
こ
の
方
法
を
用
い
て「
漢
文
で
考
え
る
」こ
と
が
、
い
か
に
し
て
可
能
だ
っ
た
の
か
。

そ
れ
を
可
能
に
し
た
学
習
法
が
、
序
章
で
も
ふ
れ
た
素
読（
句
読
）で
あ
る
。
再
言
す
れ
ば
、
素
読
は
儒
学
学
習
の
第
一
段
階
。
六
―
七
歳
の
こ
ろ
か
ら
、『
孝
経
』や
四
書
な
ど

の
経
書
を
声
に
出
し
て
繰
り
返
し
読
み
、
テ
キ
ス
ト
の
全
文
を
完
全
に
暗あ
ん

誦し
ょ
う

し
て
し
ま
う
学
習
で
あ
る
。
こ
の
段
階
で
は
本
文
の
意
味
理
解
は
と
く
に
求
め
な
い
。
大
判
の
印

刷
本
を
挟
ん
で
、
差
し
向
か
い
に
坐す

わ

っ
た
師
匠
か
ら
、
個
別
に
読
み（
訓
読
）を
教
わ
る
。
師
匠
が
声
で
読
む
一
字
一
句
を
子
ど
も
が
お
う
む
返
し
に
復
誦
す
る
。
退
出
後
、
師
の

リ
ー
ド
な
し
で
読
め
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
め
い
め
い
声
に
出
し
て
復
誦
す
る
。
そ
の
完
全
な
暗
誦
が
確
認
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
次
に
進
む
こ
と
が
で
き
る
。

4

（
注
1
）

（
注
2
）

Ａ

（
注
3
）

（
注
4
）

（
注
5
）

国語

014



2023KN1A-01-―　　―14

ち
な
み
に
貝か

い

原ば
ら

益え
き

軒け
ん

は
、
一
日
一
〇
〇
字
ず
つ
一
〇
〇
回
復
誦
す
れ
ば
、
四
書
の
素
読
は
、
総
計
五
万
二
八
〇
〇
文
字
だ
か
ら
五
二
八
日
、
一
年
半
ほ
ど
で
だ
れ
で
も
終
え
ら

れ
る
と
い
う
。
四
書
の
素
読
が
済
め
ば
い
か
な
る
漢
文
も
自
在
に
読
め
る
、
そ
う
益
軒
は
い
う
。
徂そ

徠ら
い

も
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
を
い
っ
て
い
る
か
ら
、
益
軒
の
言
は
誇
張
で
は
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。
近
世
に
共
有
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

素
読
は
、
意
味
理
解
さ
え
要
し
な
い
機
械
的
暗
誦
を
強
い
る
学
習
で
あ
る
。
子
ど
も
の
発
達
を
無
視
し
た
乱
暴
き
わ
ま
り
な
い
学
習
法
の
強
要
に
見
え
、
い
ま
の
学
校
で
は
考

え
に
く
い
。
し
か
し
、
江
戸
時
代
に
素
読
無
用
論
が
あ
っ
た
と
は
、
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
学
問
に
素
読
は
避
け
て
通
れ
な
い
も
の
と
意
識
さ
れ
、
む
し
ろ
素
読
に
よ
り
、
漢

文
読
解
だ
け
で
な
く
、
漢
詩
や
漢
文
の
述
作
も
自
在
に
可
能
と
な
る
の
だ
、
と
い
っ
た
共
通
理
解
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

素
読
は
テ
キ
ス
ト
を
音
読
す
る
。
し
か
し
近
代
読
書
の
音
読
・
黙
読
と
は
異
な
っ
た
次
元
に
あ
る
。
素
読
す
る
経
書
は
、
聖
人
の
言
葉
が
埋
ま
っ
た
特
別
な
テ
キ
ス
ト
で
あ

り
、
意
思
疎
通
の
た
め
の
道
具
と
し
て
の
言
葉
と
は
位
相
が
ち
が
う
。
テ
キ
ス
ト
の
あ
る
一
節
が
示
さ
れ
る
と
、
続
く
フ
レ
ー
ズ
が
流
れ
る
よ
う
に
口
を
衝つ

い
て
出
て
く
る
。
そ

れ
は
つ
ま
り
、
テ
キ
ス
ト
が
丸
ご
と
身
体
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ひ
と
し
い
。
私
の
い
う「
テ
キ
ス
ト
の
身
体
化
」で
あ
る
。
深
い
思
想
を
内
包
し
た
経
書
の
言
葉

は
、
真
理
に
満
ち
た
聖
人
の
言
葉
。
そ
れ
を
、
自
ら
に
一
体
化
し
、
自
分
の
思
考
と
活
動
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
素
読
の
効
用
で
あ
り
、
近
世
に
素
読
無
用
論
が

な
か
っ
た
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。

先
に
、
手
習
塾
で
の
文
字
学
習
は
、「
読
み
」よ
り「
書
く
」こ
と
か
ら
入
っ
た
、
と
指
摘
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
学
問
の
場
合
は
素
読
か
ら
入
る
。
素
読
は
読
書
と
は
異
な
っ
た
次

元
の
い
と
な
み
で
あ
る
と
、
先
に
述
べ
た
が
、
声
に
出
す
の
は
、「
読
み
」と
い
う
よ
り
、
暗
記
の
た
め
の（
そ
の
意
味
で
は
、
身
体
化
す
る
た
め
の
）方
法
だ
と
考
え
て
よ
い
。
こ

こ
に
、
文
字
の
学
び
と
学
問
の
学
び
の
、
位
相
の
ち
が
い
が
認
め
ら
れ
る
。

素
読
さ
れ
た
経
書
の
言
葉
は
、
日
本
語
化
さ
れ
た
訓
読
体
漢
文
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
日
本
語
に
は
ち
が
い
な
い
も
の
の
、
日
常
使
わ
れ
る
口
語
体
の
日
本
語
で
は
な

い
。
ま
た
文
語
的
書
記
言
語
と
も
同
じ
で
は
な
い
。
あ
え
て
い
え
ば
王
朝
雅
語
に
近
い
独
特
の
文
体
で
、
素
読
訓
読
の
文
体
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。

こ
う
し
た
文
体
が
な
ぜ
選
ば
れ
た
の
か
。
前
田
愛
は
、
素
読
は
、
文
の
リ
ズ
ム
と
抑
揚
、
音
の
響
き
が
、
幼
い
身
体
に
刻
印
さ
れ
、
独
特
の
漢
語
の
形
式
が
、
日
常
の
言
葉
と

は
異
な
っ
た
次
元
の「
精
神
の
こ
と
ば
」や
、
あ
る
種
の「
思
考
の
形
式
」を
つ
く
っ
て
い
る
、
と
い
う（『
近
代
読
者
の
成
立
』）。
ま
た
中
村
真
一
郎
も
頼ら
い

山さ
ん

陽よ
う『

日に

本ほ
ん

外が
い

史し

』の
漢
文

に
つ
い
て
、
諳あ

ん

誦し
ょ
う

に
適
し
た
、「
人
間
の
呼
吸
に
自
然
に
合
致
し
た
、
見
事
な
雄
弁
調
と
し
て
成
功
し
て
い
る
」と
書
い
て
い
る（『
頼
山
陽
と
そ
の
時
代
』）。
山
陽
の
漢
詩
は
、

幕
末
以
後
に
流
行
を
み
た
詩
吟
に
好
ん
で
選
ば
れ
た
。
力
強
い
リ
ズ
ム
と
響
き
を
と
も
な
う
訓
読
体
漢
文
で
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
朗
々
と
謳う

た

い
あ
げ
る
の
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
こ
の
詩
吟
の
行
為
が
、
幕
末
に
志
を
同
じ
く
す
る
尊
王
攘じ

ょ
う

夷い

派
の
志
士
た
ち
の
感
情
を
揺
さ
ぶ
り
、
共
鳴
と
高
揚
を
惹ひ

き
起
こ
し
、
政
治
活
動
へ
の
パ
ッ
シ
ョ
ン

に
つ
な
が
っ
た
。

こ
う
考
え
れ
ば
、
訓
読
体
漢
文
は
暗
誦
し
や
す
い
よ
う
に
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
、
身
体
化
に
適
し
た
言
語
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
素
読
に
適
し
た
文
体
が

（
注
6
）

（
注
7
）

Ｂ

（
注
8
）

Ｃ

（
注
9
）

（
注
10
）
（
注
11
）
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訓
読
体
漢
文
で
あ
っ
た
、
こ
こ
で
は
そ
う
想
定
し
て
お
き
た
い
。

素
読
は
子
ど
も
期
に
な
さ
れ
る
。
そ
の
後
の
儒
学
の
学
び
は
、「
講
義
」「
会か

い

業ぎ
ょ
う

」「
独ど

く

看か
ん

」へ
と
進
ん
で
い
く
。
そ
れ
に
詩
文
実
作
を
加
え
て
も
よ
い
。

「
講
義
」と
は
、
講
師
が
一
方
的
に
口
頭
で
教
え
る
、
今
の
い
わ
ゆ
る
レ
ク
チ
ャ
ー
の
こ
と
で
は
な
い
。
素
読
で
身
体
化
し
た
経
書
の「
義
」（
意
味
）を
、
師
匠
が
一
定
の
注
釈
に

も
と
づ
い
て
解
釈
を
授
け
る
教
授
の
こ
と
。
こ
れ
に
も
、
師
匠
が
ひ
と
り
ひ
と
り
の
学
生
と
差
し
向
か
い
で
お
こ
な
う「
講
授
」と
、
大
勢
の
学
生
を
前
に
経
書
を
解
釈
す
る「
講

釈
」と
の
別
が
あ
る
。
講
授
は
師
が
短
時
間
で
個
別
指
導
を
し
、
学
生
は
自
宅
で
復
習
を
繰
り
返
す
。
そ
の
方
法
形
態
は
、
素
読
の
と
き
と
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
。
一
方
、
講
釈

は
お
お
む
ね
一
斉
教
授
の
形
を
と
る
。
ま
ず
は
個
別
指
導
／
個
別
学
習
の
講
授
が
日
々
に
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
一
斉
教
授
の
講
釈
の
方
は
塾
主（
藩
校
な
ら
学
長
的
存
在

の
儒
者
）に
よ
っ
て
時
折
な
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
講
釈
は
特
定
の
節
目（
た
と
え
ば
新
年
の
講
書
始
や
藩
主
の
臨
校
、
孔
子
を
祀ま

つ

る
釈
祭
な
ど
）に
際
し
て
、
経
書
の

一
節
を
、
全
員
を
前
に
し
て
解
釈
し
て
み
せ
る
。
こ
の
意
味
で
の
講
釈
は
、
多
分
に
儀
礼
や
儀
式
に
類
す
る
性
格
の
も
の
で
、
そ
の
ぶ
ん
、
権
威
的
で
あ
っ
た
。

「
会
業
」は
、
同
レ
ベ
ル
の
学
生
た
ち
が
グ
ル
ー
プ
で
お
こ
な
う
共
同
学
習
で
あ
る
。
会
業
に
も
会
読
と
輪
講
の
別
が
あ
っ
た
。
い
ず
れ
も
輪
番
の
当
番
が
発
表
し
、
そ
の
後
、

質
疑
し
討
論
す
る
。
通
常
は
チ
ュ
ー
タ
ー
役
の
先
輩
が
同
席
し
て
学
習
の
流
れ
を
差
配
す
る
。
両
者
の
ち
が
い
は
用
い
る
テ
キ
ス
ト
に
あ
る
。
会
読
の
テ
キ
ス
ト
は
経
書
で
は
な

く
、
史
書（
中
国
の
正
史
）、
子（
諸
子
百
家
）、
集（
詩
文
集
）の
類
。
そ
れ
ら
は
読
め
さ
え
す
れ
ば
、
意
味
も
ほ
ぼ
理
解
で
き
る
。
先
行
の
注
釈
や
解
釈
を
必
要
と
し
な
い
か
ら
、

読
む
こ
と
自
体
を
目
的
と
し
て
い
て
、
い
ま
の
読
書
会
と
大
き
く
は
ち
が
わ
な
い（
以
上
、
武
田
勘
治『
近
世
日
本
学
習
方
法
の
研
究
』）。

い
っ
ぽ
う
、
輪
講
の
テ
キ
ス
ト
は
経
書
で
あ
る
。
輪
番
で
経
書
を「
講
義
」す
る
。
経
書
は
根
拠
と
な
る
原
典
、
い
わ
ば
聖
な
る
古
典
で
あ
る
か
ら
、
先
人
た
ち
の
注
釈
書
の
山

に
分
け
入
っ
て
、
異
端
と
正
統
と
を
弁
別
し
な
が
ら「
正
し
く
」解
釈
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
朱
子
学
の
場
合
で
あ
れ
ば
、「
四
書
集し

っ

註ち
ゅ
う

」も
経
書
と
同
列
に
位
置
付
け
ら
れ

て
い
た
か
ら
、
こ
れ
も
輪
講
の
テ
キ
ス
ト
と
な
る
。
哲
学
の
原
典
を
解
釈
す
る
共
同
作
業
と
い
う
に
近
い
。
い
ま
で
い
う
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。

以
上
、
儒
学
の
一
般
的
な
学
習
法
を
説
明
し
て
き
た
が
、
ど
の
儒
者
も
学
習
法
が
同
じ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。〈
知
の
つ
く
ら
れ
か
た
〉が
、
思
想
の
在
り
方（
学
派
）に
よ
っ

て
異
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
思
想
の
在
り
方
が
学
び
方
を
規
定
す
る
。
学
び
と
思
想
の
間
の
深
い
関
係
は
、
本
書
の
主
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

漢
文
は
知
的
言
語
、
思
考
言
語
で
あ
る
と
述
べ
た
。
そ
も
そ
も
思
考
は
言
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
か
ら
、
思
考
活
動
は
言
語
活
動
の
一
種
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
す
れ
ば
、
ど

の
言
語
で
考
え
る
か
、
そ
れ
は
思
考
す
る
知
の
内
容
や
形
式
と
不
可
分
に
関
わ
っ
て
く
る
。
た
と
え
ば
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
使
う
言
葉
と
学
校
教
科
書
の
文
字
言
語
は
、
同
じ
日
本
語
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
思
考
の
質
と
内
容
は
大
き
く
異
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
笑
い
を
強
要
す
る
テ
レ
ビ
の
娯
楽
番
組
の
口
語
に
よ
っ
て
、
学
校
の
授
業
の
内
容
を
正
確
に
伝

え
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。「
伝
え
る
知
」と「
伝
え
る
メ
デ
ィ
ア
」と
は
不
可
分
に
関
わ
る
。
い
か
な
る
言
葉
で
考
え
る
の
か
、
そ
れ
は
そ
の
思
考
の
質
や
内
容
と
切
り
離
し
て
考

え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

江
戸
時
代
、
人
の
生
き
方
や
そ
の
意
味
を
考
え
る
主
要
な
知
は
儒
学
で
あ
り
、
儒
学
が
、
江
戸
の〈
知
の
つ
く
ら
れ
か
た
〉を
規
定
し
た
。
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
確
立
と
手
習
塾
・

Ｄ

（
注
12
）

（
注
13
）

（
注
14
）
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学
問
塾
の
普
及
に
よ
っ
て
、
条
件
さ
え
許
せ
ば
だ
れ
も
が
儒
学
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
こ
に
、
学
び
へ
の
意
志
や
主
体
が
う
ま
れ
る
契
機
が
あ
っ
た
。
知
を

求
め
る
人
び
と
の
裾
野
の
広
が
り
が
、
科
挙
の
な
い
近
世
日
本
の
儒
学
と
儒
者
の
存
在
を
支
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
辻
本
雅
史『
江
戸
の
学
び
と
思
想
家
た
ち
』に
よ
る
。）

（
注
1
）　
朱
子
学
―
―
中
国
、
宋
の
時
代
に
朱し

ゅ

熹き

が
大
成
し
た
儒
学
の
学
説
。

（
注
2
）　
ペ
ダ
ン
チ
ッ
ク
―
―
学
問
や
教
養
を
ひ
け
ら
か
す
さ
ま
。

（
注
3
）　
上
述
し
た
和
刻
本
―
―
和
刻
本
は
日
本
で
出
版
さ
れ
た
漢
籍
。
筆
者
は
和
刻
本
に
関
し
、
舶
来
の
本
と
ち
が
っ
て
訓
点
を
付
す
こ
と
が
で
き
た
と
述
べ
て
い
る
。

（
注
4
）　
序
章
で
も
ふ
れ
た
―
―
序
章
で
筆
者
は
、
素
読
に
つ
い
て「
六
歳
前
後
か
ら
始
め
る
儒
学
の
基
礎
学
習
の
こ
と
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る
。

（
注
5
）　『
孝
経
』や
四
書
な
ど
の
経
書
―
―
儒
教
の
最
も
基
本
的
な
教
え
を
し
る
し
た
書
物
。

（
注
6
）　
貝
原
益
軒
―
―
江
戸
前
期
の
儒
学
者
。

（
注
7
）　
徂
徠
―
―
荻お

ぎ
ゅ
う生

徂
徠
。
江
戸
中
期
の
儒
学
者
。

（
注
8
）　
先
に
、
手
習
塾
で
の
文
字
学
習
は
、
―
― 

本
文
に
先
立
つ
部
分
で
筆
者
は
、
儒
学
の
学
問
塾
は
素
読
か
ら
入
る
が
、
庶
民
が
通
う
手
習
塾
は
読
み
書
き
、
と
り
わ

け
書
く
こ
と
か
ら
学
び
始
め
る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。

（
注
9
）　
前
田
愛
―
―
文
芸
評
論
家
、
国
文
学
者
。
一
九
三
一
〜
一
九
八
七
。

（
注
10
）　
中
村
真
一
郎
―
―
小
説
家
、
文
芸
評
論
家
、
詩
人
。
一
九
一
八
〜
一
九
九
七
。

（
注
11
）　
頼
山
陽
―
―
江
戸
後
期
の
儒
学
者
、
史
家
。

（
注
12
）　
チ
ュ
ー
タ
ー
―
―
研
修
会
、
講
習
会
な
ど
の
講
師
。

（
注
13
）　
諸
子
百
家
―
― 

中
国
春
秋
時
代
末
期
か
ら
戦
国
時
代
に
か
け
て
現
れ
た
諸
学
者
及
び
そ
の
学
派
の
総
称
。
こ
こ
で
は
そ
う
し
た
人
び
と
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
書
物
。

（
注
14
）　
四
書
集
註
―
―
四
書
に
関
す
る
注
釈
の
書
。

Ｅ
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問
1　

傍
線
部
Ａ　

漢
文
は
ま
た「
思
考
の
言
語
」で
も
あ
っ
た　

と
あ
る
が
、
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

11

。

1　

近
世
文
人
に
と
っ
て
漢
文
は
、
自
ら
が
学
問
を
身
に
つ
け
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
教
養
人
と
し
て
の
自
分
の
思
考
の
深
さ
を
周
囲
に
示
す
道
具
と
も

な
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

2　

江
戸
時
代
に
お
い
て
漢
文
は
、
た
ん
に
学
問
的
な
読
み
書
き
に
必
要
な
道
具
と
さ
れ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
思
考
そ
の
も
の
を
支
え
る
不
可
欠
な
言
語
で
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

3　

漢
文
は
、
返
り
点
や
送
り
仮
名
を
付
す
こ
と
で
日
本
語
の
文
法
に
即
し
た
文
を
作
れ
る
だ
け
で
な
く
、
中
国
語
を
理
解
し
思
考
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
も

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

4　

論
理
的
な
文
法
体
系
を
も
つ
漢
文
の
特
長
に
よ
り
、
当
時
の
社
会
状
況
を
記
録
す
る
だ
け
で
な
く
、
儒
学
の
よ
う
な
哲
学
的
な
問
題
に
つ
い
て
思
考
す
る
こ
と
も
で

き
た
と
い
う
こ
と
。

5　

江
戸
の
特
権
階
級
に
と
っ
て
の
社
会
的
地
位
の
象
徴
で
あ
る
学
問
で
漢
文
を
用
い
る
だ
け
で
な
く
、
日
常
生
活
に
お
い
て
も
漢
文
を
通
し
て
思
考
す
る
こ
と
が
多

か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
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問
2　

傍
線
部
Ｂ　

近
代
読
書
の
音
読
・
黙
読
と
は
異
な
っ
た
次
元
に
あ
る　

と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
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

12

。

1　

素
読
は
現
代
の
学
習
で
お
こ
な
わ
れ
る
読
書
と
ち
が
い
、
意
味
理
解
さ
え
必
要
と
し
な
い
代
わ
り
に
、
特
権
階
級
に
必
須
の
王
朝
雅
語
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
唯
一

の
方
法
で
あ
っ
た
か
ら
。

2　

素
読
は
近
代
読
書
と
は
ち
が
い
、
意
味
理
解
さ
え
必
要
と
せ
ず
、
文
字
や
文
法
を
お
ぼ
え
る
技
術
を
高
め
る
こ
と
だ
け
に
特
化
し
た
学
習
方
法
と
し
て
用
い
ら
れ
て

い
た
か
ら
。

3　

素
読
で
使
う
テ
キ
ス
ト
は
聖
人
の
言
葉
が
埋
ま
っ
た
特
別
な
も
の
で
あ
り
、
一
般
的
な
人
は
、
自
ら
に
一
体
化
さ
せ
自
分
の
思
考
と
活
動
に
活
用
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
か
ら
。

4　

素
読
は
近
代
読
書
と
は
ち
が
い
、
暗
誦
に
よ
っ
て
自
分
の
身
体
を
テ
キ
ス
ト
そ
の
も
の
と
一
体
化
さ
せ
、
思
考
と
活
動
に
活
用
す
る
た
め
に
お
こ
な
わ
れ
る
も
の
で

あ
っ
た
か
ら
。

5　

素
読
が
お
こ
な
わ
れ
た
江
戸
時
代
に
は
、
現
代
ほ
ど
子
ど
も
の
成
長
に
応
じ
た
教
育
方
法
が
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
機
械
的
暗
誦
を
進
め
る
学
習
方
法
し
か

な
か
っ
た
か
ら
。

問
3　

傍
線
部
Ｃ　

素
読
さ
れ
た
経
書
の
言
葉
は
、
日
本
語
化
さ
れ
た
訓
読
体
漢
文
で
あ
っ
た　

と
あ
る
が
、
訓
読
体
漢
文
が
素
読
に
用
い
ら
れ
た
の
は
な
ぜ
か
。
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

13

。

1　

平
易
な
言
葉
が
幼
い
子
ど
も
の
身
体
に
も
刻
印
さ
れ
や
す
か
っ
た
か
ら
。

2　

人
間
の
呼
吸
に
自
然
に
合
う
こ
と
で
、
日
常
的
に
も
使
用
し
や
す
か
っ
た
か
ら
。

3　

力
強
い
リ
ズ
ム
と
響
き
に
よ
り
暗
誦
し
や
す
く
、
身
体
化
に
適
し
て
い
た
か
ら
。

4　
「
思
考
の
形
式
」を
つ
く
る
た
め
に
工
夫
し
て
つ
く
ら
れ
た
言
語
で
あ
っ
た
か
ら
。

5　

聖
人
の
言
葉
が
、「
精
神
の
こ
と
ば
」を
身
に
つ
け
る
の
に
適
し
た
内
容
だ
っ
た
か
ら
。
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問
4　

傍
線
部
Ｄ　

そ
の
後
の
儒
学
の
学
び　

に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は

14

。

1　
「
講
義
」を
終
え
る
と
学
生
は
哲
学
の
原
典
を
解
釈
す
る
共
同
学
習
に
専
念
す
る
。

2　
「
講
授
」は
、
藩
主
ら
が
経
書
の
一
節
を
、
大
勢
の
学
生
に
一
斉
に
解
釈
す
る
も
の
で
あ
る
。

3　

儒
学
の
学
習
方
法
は
確
立
し
て
お
り
、
ど
の
手
習
い
所
で
あ
っ
て
も
ち
が
い
は
な
い
。

4　

師
匠
が
学
生
に
一
対
一
の
差
し
向
か
い
で
教
授
す
る
の
は「
素
読
」ま
で
で
あ
る
。

5　
「
会
読
」と「
輪
講
」と
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
用
い
る
テ
キ
ス
ト
に
ち
が
い
が
あ
る
。

問
5　

傍
線
部
Ｅ　

知
を
求
め
る
人
び
と
の
裾
野
の
広
が
り　

と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
状
況
に
な
っ
た
背
景
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　

出
版
メ
デ
ィ
ア
の
確
立
、
手
習
塾
・
学
問
塾
の
普
及
に
よ
っ
て
、
人
び
と
は
文
字
の
便
利
さ
や
知
的
な
学
び
の
必
要
性
を
知
る
こ
と
と
な
り
、
政
治
的
特
権
層
だ
け

で
な
く
村
落
の
指
導
層
に
い
た
る
ま
で
、
主
体
的
に
こ
れ
ら
の
塾
へ
通
う
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。

2　

出
版
メ
デ
ィ
ア
の
確
立
、
手
習
塾
・
学
問
塾
の
普
及
に
よ
っ
て
、
学
び
へ
の
意
志
や
主
体
性
に
も
と
づ
い
て
誰
も
が
好
き
な
や
り
方
で
儒
学
を
学
べ
る
よ
う
に
な
っ

た
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で
の
儒
学
の
学
び
方
が
否
定
さ
れ
、
学
問
の
新
た
な
方
法
が
開
け
て
き
た
こ
と
。

3　

江
戸
時
代
、
人
の
生
き
方
や
そ
の
意
味
を
考
え
る
主
要
な
知
は
儒
学
が
中
心
と
な
り
、
仏
教
は
す
っ
か
り
影
を
潜
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
仏
典
の
解
釈
な
ど
で
文

字
を
学
ぶ
こ
と
に
は
一
定
の
ニ
ー
ズ
が
あ
り
、
手
習
塾
な
ど
が
そ
の
需
要
を
満
た
し
た
こ
と
。

4　

文
字
社
会
で
あ
っ
た
江
戸
時
代
に
は
、
政
治
的
特
権
層
だ
け
で
な
く
一
般
の
人
び
と
ま
で
が
文
字
を
学
ぶ
こ
と
が
日
常
と
な
っ
た
が
、
こ
れ
ら
の
人
び
と
に
教
育
を

施
す
必
要
か
ら
近
世
権
力
が
手
習
塾
や
学
問
塾
を
普
及
さ
せ
て
い
っ
た
こ
と
。

5　

文
字
を
学
ぶ
こ
と
が
日
常
化
し
、
知
的
な
学
び
と
教
養
が
人
び
と
に
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
江
戸
時
代
に
、
出
版
メ
デ
ィ
ア
の
確
立
、
手
習
塾
・
学
問
塾
の
普

及
に
よ
っ
て
、
条
件
さ
え
許
せ
ば
誰
も
が
儒
学
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
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問
6　

こ
の
文
章
に
お
け
る
論
の
展
開
と
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

16

。

1　

近
世
の
文
人
に
と
っ
て
必
須
で
あ
っ
た
漢
文
学
習
の
方
法
と
し
て
の
素
読
を
紹
介
し
、
素
読
が
テ
キ
ス
ト
の
身
体
化
を
目
指
し
た
学
習
方
法
で
あ
っ
た
と
論
じ
た

後
、
そ
の
後
の
儒
学
の
学
習
方
法
の
説
明
を
通
し
て
日
本
近
世
の〈
知
の
つ
く
ら
れ
か
た
〉に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

2　

近
世
の
学
習
方
法
と
し
て
の
素
読
を
現
代
の
学
習
方
法
と
比
較
し
つ
つ
論
じ
、
そ
の
有
用
性
を
説
く
と
と
も
に
、
訓
読
体
漢
文
が
ど
の
よ
う
に
誕
生
し
た
の
か
を
述

べ
た
後
、
近
世
の
知
が
漢
文
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。

3　

近
世
の
人
び
と
に
と
っ
て
儒
学
が
い
か
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
の
か
を
述
べ
た
後
、
儒
学
の
学
習
に
欠
か
せ
な
い
経
書
の
暗
誦
方
法
と
し
て
の
素
読
を
紹
介

し
、
素
読
が
現
在
の
学
習
方
法
と
ち
が
っ
て
内
容
理
解
を
前
提
と
し
て
い
な
い
こ
と
を
非
難
し
て
い
る
。

4　

江
戸
期
の
庶
民
に
と
っ
て
漢
文
を
学
ぶ
場
で
あ
っ
た
手
習
塾
に
お
け
る
学
習
方
法
を
総
括
的
に
説
明
し
、
次
に
、
そ
こ
で
使
わ
れ
た
テ
キ
ス
ト
が
聖
人
の
言
葉
が
詰

ま
っ
た
聖
典
で
あ
る
こ
と
や
、
こ
れ
ら
が
人
び
と
に
与
え
た
影
響
を
論
じ
て
い
る
。

5　

近
世
の
人
び
と
に
と
っ
て
の
漢
文
リ
テ
ラ
シ
ー
の
重
要
性
を
述
べ
、
次
に
、
そ
の
学
習
方
法
と
し
て
の
素
読
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
当
時
の
学
習
方
法
が
い
か
に
人

び
と
の
儒
学
学
習
に
寄
与
し
て
い
た
か
を
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
使
う
言
葉
と
の
比
較
の
な
か
で
論
じ
て
い
る
。
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次
の【
文
章
Ⅰ
】は
書
物
を
読
む
こ
と
に
つ
い
て
、【
文
章
Ⅱ
】は
学
問
に
つ
い
て
述
べ
た
文
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
問
1
〜
問
4
に
答
え
よ
。

【
文
章
Ⅰ
】

凡す
べ

て
件く

だ
り

の
書ふ

み

ど
も
、
か
な
ら
ず
し
も
次
第
を
定
め
て
よ
む
に
も
及
ば
ず
。
た
だ
便た

よ
り

に
ま
か
せ
て
、
次
第
に
か
か
は
ら
ず
、
こ
れ
を
も
か
れ
を
も
見
る
べ
し
。

又
、
い
づ
れ
の
書
を
よ
む
と
て
も
、
初
心
の
ほ
ど
は
、
か
た
は
し
よ
り
文
義
を
解
せ
ん
と
は
す
べ
か
ら
ず
。
ま
づ
大
抵
に
さ
ら
さ
ら
と
見
て
、
他
の
書
に
う
つ
り
、
こ
れ
や
か

れ
や
と
読
み
て
は
、
又
さ
き
に
よ
み
た
る
書
へ
立
ち
か
へ
り
つ
つ
、
幾い

く

遍へ
ん

も
よ
む
う
ち
に
は
、
始は

じ
め

に
聞き

こ

え
ざ
り
し
事
も
そ
ろ
そ
ろ
と
聞
ゆ
る
や
う
に
な
り
ゆ
く
も
の
也な

り

。

さ
て
、
件
の
書
ど
も
を
数
遍
よ
む
間
に
は
、
其そ

の

外ほ
か

の
よ
む
べ
き
書
ど
も
の
こ
と
も
学
び
や
う
の
法の

り

な
ど
も
、
段
々
に
自
分
の
料れ

う

簡け
ん

の
出
来
る
も
の
な
れ
ば
、
其
末
の
事
は
一
々

さ
と
し
教
ふ
る
に
及
ば
ず
。
心
に
ま
か
せ
て
力
の
及
ば
む
か
ぎ
り
、
古
き
を
も
後
の
書
を
も
広
く
も
見
る
べ
く
、
又
簡つ

づ
ま
や
か約

に
し
て
さ
の
み
広
く
は
わ
た
ら
ず
し
て
も
有
り
ぬ
べ

し
。

（『
う
ひ
山
ぶ
み
』に
よ
る
。）

5

（
注
1
）

（
注
2
）

（
注
3
）

Ａ
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（
注
1
）　
件
―
―
そ
れ
ら
。

（
注
2
）　
次
第
―
―
順
序
。

（
注
3
）　
便
―
―
便
宜
。

国語

023



2023KN1A-01-―　　―23

【
文
章
Ⅱ
】

種う
ウ
ル

  

樹ヲ 

者ハ 

必ズ 

培ヒ 

其そ
ノ 

根ニ、
種ウ

ル

 

徳ヲ 

者ハ 

必ズ 

養フ 

其ノ 

心ヲ。
欲セ

バ

 

樹 

之の 

長ズ
ル
ヲ、

必ズ 

於お
イ
テ

  

始 

生ノ 

時ニ、
刪け

づ
レ

 

其ノ 

繁 

枝ヲ。
欲セ

バ

  
徳 
之 
盛ナ

ル
ヲ、

必ズ 

於イ
テ

 

始 

学ノ 

時ニ、
去レ 

夫か
ノ 

外 

好ヲ。
如も

シ 

外ニ 

好マ
バ

 

詩 

文ヲ、
則す

な
は
チ

  

精 

神 

日ニ  

漸や
う
や
ク

  

漏ろ
う 

泄せ
つ
シ
テ、

在リ
テ

 

詩 

文  

上ニ 

去ゆ
カ
ン。 

凡 
百ノ 
外 

好 

皆 

然し
か
リ。
又 

曰い
ハ
ク、
我ノ 

此こ
こ
ニ

 

論ズ
ル
ハ

  

学ヲ、
是こ
レ 

無 

中ニ 

生ズ
ル

 

有ヲ 

的の 

工 

夫ナ
リ。
諸 

公 

須か
な 

要ら
ズ 

信ジ 

及ン
デ、 

只た
ダ 

是レ 

立テ
ヨ

 

志ヲ。
学 
者 
一 

念 

為な
サ
ン
コ
ト
ヲ

     

善ヲ 

之こ
レ 

志サ
バ、

如ご
と
ク
セ
ヨ

   

樹ヲ 

之レ 

種ウ
ル
ガ。

但た
ダ 

勿な
ク 

助ク
ル
コ
ト

   

勿ク 

忘ル
ル
コ
ト

、   

只ひ
た 

管す
ら 

培ば
い 

植し
よ
く
シ

  

将も
テ  

去カ
バ、

自 

然ニ 

日 

夜 

滋 

長シ、
生 
気 

日ニ  

完ま
つ
た
ク、

Ｃ

 

日ニ 

茂ラ
ン。

樹ノ 

初 

生ノ 

時
、
便す

な
は
チ

  

抽め
ぶ
カ
バ

   

Ｄ
ヲ

、
亦ま

た 

須か
な
ら
ズ

  

刊 

落シ
テ、 

然ル 

後ニ 

Ｅ

 

能よ
ク 

大ナ
リ。

初 

学ノ 
時モ 
亦 
然リ。
故ニ 

立ツ
ル
ハ

  

志ヲ 

貴ブ 

専 

一ヲ。

（『
伝
習
録
』に
よ
る
。）

レ

（
注
4
）

二

一
（
注
5
）

レ

二

一

二

一

二
（
注
6
）

一

二

（
注
7
）

一

二

一

二

一

二

（
注
8
）

一

二

一

（
注
9
）（
注
10
）

二

（
注
11
）

一

Ｂ（
注
12
）

レ

レ

（
注
13
）

（
注
14
）

レ

（
注
15
）

レ

二

一

レ

レ

（
注
16
）

（
注
17
）

（
注
18
）

二

一

（
注
19
）

レ

二 （
注
20
）

一
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（
注
4
）　
培
―
―
養
い
育
て
る
。

（
注
5
）　
種
徳
―
―
人
格
を
育
成
す
る
。

（
注
6
）　
始
生
時
―
―
成
長
す
る
は
じ
め
の
と
き
。

（
注
7
）　
刪
其
繁
枝
―
―
多
く
な
っ
た
枝
を
取
り
除
く
。

（
注
8
）　
外
好
―
―
外
部
へ
の
興
味
。

（
注
9
）　
漸
―
―
次
第
に
。

（
注
10
）　
漏
泄
―
―
も
れ
る
。

（
注
11
）　
在
詩
文
上
去
―
―
詩
の
方
に
移
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

（
注
12
）　
凡
百
―
―
あ
ら
ゆ
る
。

（
注
13
）　
諸
公
―
―
君
た
ち
。

（
注
14
）　
須
要
―
―
必
ず
。

（
注
15
）　
学
者
―
―
学
問
を
す
る
人
。

（
注
16
）　
滋
長
―
―
成
長
。

（
注
17
）　
完
―
―
充
実
す
る
。

（
注
18
）　
抽
―
―
伸
び
て
き
た
ら
。

（
注
19
）　
刊
落
―
―
切
り
落
と
し
て
。

（
注
20
）　
専
一
―
―
他
の
こ
と
を
考
え
ず
に
た
だ
一
つ
の
こ
と
に
心
を
注
ぐ
こ
と
。
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問
1　

傍
線
部
Ａ　

初
心
の
ほ
ど
は
、
か
た
は
し
よ
り
文
義
を
解
せ
ん
と
は
す
べ
か
ら
ず　

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

17

。

1　

書
物
を
読
む
と
き
は
、
個
々
の
語
句
の
解
釈
に
は
こ
だ
わ
ら
ず
に
大
ま
か
に
見
て
、
他
の
書
物
に
う
つ
り
あ
れ
や
こ
れ
や
と
読
み
、
さ
ら
に
前
に
読
ん
だ
も
の
に
か

え
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
続
け
て
い
く
う
ち
に
、
最
初
に
理
解
で
き
な
か
っ
た
こ
と
も
徐
々
に
わ
か
る
よ
う
に
な
る
か
ら
。

2　

書
物
を
読
む
と
き
は
、
最
初
か
ら
一
つ
一
つ
の
語
句
を
お
ろ
そ
か
に
せ
ず
じ
っ
く
り
と
読
み
、
他
の
書
物
に
も
同
様
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
か
調
べ
、
さ
ら
に
前
に

読
ん
だ
書
物
数
編
と
読
み
比
べ
を
す
る
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
続
け
て
い
く
う
ち
に
、
ま
も
な
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
。

3　

書
物
を
読
む
と
き
は
、
ま
ず
細
か
な
点
に
は
と
ら
わ
れ
な
い
よ
う
に
全
体
の
内
容
を
見
て
、
他
の
書
物
の
何
冊
か
を
あ
れ
や
こ
れ
や
と
読
み
、
ま
た
以
前
読
ん
だ
書

物
か
ら
派
生
し
て
新
た
な
書
物
を
読
ん
で
い
く
う
ち
に
、
内
容
を
理
解
す
る
た
め
の
方
法
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
か
ら
。

4　

書
物
を
読
む
と
き
は
、
個
々
の
語
句
を
丁
寧
に
調
べ
て
あ
ら
す
じ
を
つ
か
ん
で
か
ら
、
他
の
書
物
に
う
つ
り
あ
れ
や
こ
れ
や
と
詳
し
く
読
み
、
ま
た
前
に
読
ん
だ
も

の
に
も
ど
っ
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
続
け
て
い
く
う
ち
に
、
大
体
の
内
容
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
。

5　

書
物
を
読
む
と
き
は
、
年
配
の
助
言
者
の
指
導
を
仰
い
で
大
ま
か
な
内
容
を
読
解
し
、
そ
の
上
で
他
の
書
物
に
う
つ
り
あ
れ
や
こ
れ
や
と
読
ん
だ
り
、
過
去
に
読
ん

だ
書
物
も
読
み
返
し
た
り
す
る
こ
と
を
繰
り
返
し
て
い
く
と
、
最
初
の
助
言
の
内
容
が
よ
り
良
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
。
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問
2　

傍
線
部
Ｂ　

凡 

百 

外 

好 

皆 

然
。　

と
あ
る
が
、
こ
れ
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

18

。

1　

自
分
の
徳
を
育
て
よ
う
と
す
る
人
は
、
自
分
の
精
神
性
を
高
め
る
べ
き
な
の
に
、
外
部
の
誘
惑
に
と
ら
わ
れ
て
の
め
り
込
ん
で
し
ま
い
、
最
終
的
に
は
身
体
も
衰
え

て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

2　

自
分
の
徳
を
育
て
よ
う
と
す
る
人
は
、
自
分
の
精
神
性
を
高
め
る
こ
と
を
第
一
と
考
え
る
の
で
、
外
部
に
興
味
が
生
じ
た
も
の
も
す
べ
て
精
神
を
養
う
こ
と
に
役
だ

て
よ
う
と
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

3　

自
分
の
徳
を
育
て
よ
う
と
す
る
人
は
、
自
分
の
心
を
育
て
る
た
め
に
、
外
部
へ
の
知
的
好
奇
心
を
心
の
栄
養
源
と
し
て
取
り
込
み
、
豊
か
な
徳
を
身
に
付
け
ら
れ
る

よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

4　

自
分
の
徳
を
育
て
よ
う
と
す
る
人
は
、
自
分
の
心
を
育
て
る
こ
と
に
力
を
入
れ
る
べ
き
な
の
に
、
外
部
に
興
味
が
あ
る
も
の
が
生
じ
る
と
、
そ
ち
ら
の
方
に
関
心
が

そ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

5　

自
分
の
徳
を
育
て
よ
う
と
す
る
人
は
、
自
分
の
心
を
育
て
る
こ
と
に
専
念
す
る
あ
ま
り
、
外
部
の
人
間
の
気
持
ち
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
徐
々
に
自
己
中
心
的

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
。

問
3　

空
欄

Ｃ

〜

Ｅ

に
入
る
語
の
組
合
せ
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　

Ｃ　

枝
葉　
　
　

Ｄ　

根
幹　
　
　

Ｅ　

根
幹

2　

Ｃ　

枝
葉　
　
　

Ｄ　

繁
枝　
　
　

Ｅ　

根
幹

3　

Ｃ　

枝
葉　
　
　

Ｄ　

繁
枝　
　
　

Ｅ　

枝
葉

4　

Ｃ　

根
幹　
　
　

Ｄ　

繁
枝　
　
　

Ｅ　

枝
葉

5　

Ｃ　

繁
枝　
　
　

Ｄ　

根
幹　
　
　

Ｅ　

枝
葉
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問
4　

古
文
の
授
業
で
、【
文
章
Ⅰ
】の
出
典『
う
ひ
山
ぶ
み
』を
読
ん
だ
山
川
さ
ん
は
、「
凡
て
件
の
書
ど
も
、
か
な
ら
ず
し
も
次
第
を
定
め
て
よ
む
に
も
及
ば
ず
」の
一
節
に
興
味

を
持
ち
、
改
め
て『
う
ひ
山
ぶ
み
』が
所
収
さ
れ
て
い
る
書
籍
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
注
記
が
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
。
次
に
挙
げ
る【
資
料
】は
、【
文
章
Ⅰ
】の
中
に
付
け
ら
れ

た
注
記
で
、
個
々
の
解
説
や
詳
論
が
記
載
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、【
山
川
さ
ん
と
友
人
た
ち
の
会
話
】を
読
ん
で
、
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

20

〜

22

。

【
資
料
】

（
ヨ
）初
心
の
ほ
ど
は
、
か
た
は
し
よ
り
文
義
を
云う

ん

々ぬ
ん

。

文
義
の
心
得
が
た
き
と
こ
ろ
を
、
は
じ
め
よ
り
一
々
に
解
せ
ん
と
し
て
は
、
と
ど
こ
ほ
り
て
す
す
ま
ぬ
こ
と
あ
れ
ば
、
聞き

こ

え
ぬ
と
こ
ろ
は
、
ま
づ
そ
の
ま
ま
に
て

過す
ご

す
ぞ
よ
き
。

殊
に
世
に
難
き
事
に
し
た
る
ふ
し
ぶ
し
を
ま
づ
し
ら
ん
と
す
る
は
、
い
と
い
と
わ
ろ
し
。
た
だ
よ
く
聞
え
た
る
所
に
心
を
つ
け
て
、
深
く
味あ

ぢ
は

ふ
べ
き
也な

り

。
こ
は

よ
く
聞
え
た
る
事
也
と
思
ひ
て
、
な
ほ
ざ
り
に
見
過
せ
ば
、
す
べ
て
こ
ま
か
な
る
意
味
も
し
ら
れ
ず
、
又
お
ほ
く
心
得
た
が
ひ
の
有
り
て
、
い
つ
ま
で
も
其そ

の

誤
り
を

え
さ
と
ら
ざ
る
事
有
る
也
。

（
タ
）其
末
の
事
は
一
々
さ
と
し
教
ふ
る
に
及
ば
ず
。

此こ
の

こ
こ
ろ
を
ふ
と
思
ひ
よ
り
て
よ
め
る
歌
、
筆
の
つ
い
で
に
、「
と
る
手た

火ひ

も
今
は
な
に
せ
む
夜
は
明
け
て
ほ
が
ら
ほ
が
ら
と
道
見
え
ゆ
く
を
」。

（
レ
）広
く
も
見
る
べ
く
、
又
云
々
。

博
識
と
か
い
ひ
て
、
随
分
ひ
ろ
く
見
る
も
よ
ろ
し
き
こ
と
な
れ
ど
も
、
さ
て
は
緊
要
の
書ふ

み

を
見
る
こ
と
の
お
の
づ
か
ら
お
ろ
そ
か
に
な
る
物
な
れ
ば
、
あ
な
が
ち

に
広
き
を
よ
き
こ
と
と
の
み
も
す
べ
か
ら
ず
。
そ
の
同
じ
力
を
、
緊
要
の
書
に
用
ふ
る
も
よ
ろ
し
か
る
べ
し
。
又
、
こ
れ
か
れ
に
ひ
ろ
く
心
を
分
く
る
は
、
た
が
ひ

に
相
た
す
く
る
こ
と
も
あ
り
、
又
た
が
ひ
に
害
と
な
る
こ
と
も
あ
り
。
こ
れ
ら
の
子
細
を
よ
く
は
か
ら
ふ
べ
き
也
。
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【
山
川
さ
ん
と
友
人
た
ち
の
会
話
】

山
川
さ
ん　

 「
私
、『
う
ひ
山
ぶ
み
』の『
か
な
ら
ず
し
も
次
第
を
定
め
て
よ
む
に
も
及
ば
ず
』を
読
ん
で
、
驚
い
て
し
ま
っ
た
の
。
図
書
館
で『
う
ひ
山
ぶ
み
』を
探
し
た

ら
、
注
が
付
い
て
い
た
の
を
発
見
し
た
よ
。【
資
料
】を
一
緒
に
見
て
も
ら
え
る
か
な
。」

谷
岡
さ
ん　

 「
書
物
を
読
む
の
に
、『
か
な
ら
ず
し
も
次
第
を
定
め
て
よ
む
に
も
及
ば
ず
』っ
て
、
作
者
は
言
っ
て
い
る
ん
だ
よ
ね
。（
ヨ
）の『
文
義
の
心
得
が
た
き
と
こ

ろ
を
、
は
じ
め
よ
り
一
々
に
解
せ
ん
と
し
て
は
』に
も『
は
じ
め
よ
り
一
々
に
』っ
て
言
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
ね
。
そ
こ
に
関
係
が
あ
る
の
か
な
。」

森
田
さ
ん　

 「
そ
も
そ
も『
文
義
の
心
得
が
た
き
と
こ
ろ
を
、
は
じ
め
よ
り
一
々
に
解
せ
ん
』と
し
た
ら
、
ど
う
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
か
な
。」

山
川
さ
ん　

 「
熟
読
す
る
と
、
滞
っ
て
先
に
す
す
ま
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
問
題
で
は
な
い
の
か
な
。」

森
田
さ
ん　

 「
そ
れ
だ
け
じ
ゃ
な
い
と
思
う
よ
。『
文
義
の
心
得
が
た
き
と
こ
ろ
』っ
て
、『
難
き
事
』で
も
あ
る
よ
ね
。『
殊
に
世
に
難
き
事
に
し
た
る
ふ
し
ぶ
し
を
ま
づ

し
ら
ん
と
す
る
は
、
い
と
い
と
わ
ろ
し
。
た
だ
よ
く
聞
え
た
る
所
に
心
を
つ
け
て
、
深
く
味
ふ
べ
き
也
。』っ
て
あ
る
か
ら
、

Ｘ

と
い
う
問
題

も
あ
る
の
で
は
な
い
か
な
。」

山
川
さ
ん　

 「
学
ぶ
者
の
心
構
え
、
っ
て
い
う
の
が『
う
ひ
山
ぶ
み
』に
は
書
か
れ
て
い
る
ね
。」

森
田
さ
ん　

 「（
タ
）に
は
、
学
ぶ
者
に
対
す
る
師
の
思
い
が
詠
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
。
下
の
句
の『
ほ
が
ら
ほ
が
ら
と
道
見
え
ゆ
く
を
』の『
道
』っ
て
何
か
な
。」

谷
岡
さ
ん　

 「
一
首
全
体
か
ら
考
え
て
み
よ
う
よ
。『
と
る
手
火
も
今
は
な
に
せ
む
』は
、『
手
に
も
つ
火
も
い
ま
で
は
用
は
な
い
』っ
て
訳
せ
る
よ
ね
。
こ
の『
火
』っ

て
、『
道
』を
照
ら
す『
火
』だ
よ
ね
。
こ
こ
は
、『
一
々
さ
と
し
教
ふ
る
に
及
ば
ず
』っ
て
あ
る
か
ら
、『
火
』は
、『
さ
と
し
教
ふ
る
』の
た
と
え
か
な
。」

山
川
さ
ん　

 「【
文
章
Ⅰ
】で
は
、『
段
々
に
自
分
の
料
簡
の
出
来
る
も
の
な
れ
ば
、
其
末
の
事
は
一
々
さ
と
し
教
ふ
る
に
及
ば
ず
』っ
て
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、『
道
』

は『
自
分
の
料
簡
』に
あ
た
る
部
分
か
な
。

Ｙ

だ
と
考
え
ら
れ
な
い
か
な
。」

谷
岡
さ
ん　

 「
そ
う
だ
ね
、
僕
も
そ
う
思
う
よ
。
特
に
、『
初
心
の
ほ
ど
は
』っ
て
あ
る
か
ら
、
初
学
者
に
向
け
た
学
問
を
す
る
上
で
の
大
切
な
心
構
え
が
説
か
れ
て
い

て
、
最
終
的
に（
タ
）の『
ほ
が
ら
ほ
が
ら
と
道
見
え
ゆ
く
を
』に
な
っ
て
い
く
の
か
な
。」

森
田
さ
ん　

 「
そ
う
い
え
ば
、
漢
文
の
授
業
で『
伝
習
録
』（【
文
章
Ⅱ
】）も
読
ん
だ
よ
ね
。『
伝
習
録
』に
も
、『
必 

於 

始 

学 

時
、
去 

夫 

外 

好
』と
い
う
一
文
が
あ
っ

た
な
。
最
後
に
は
、『
初 

学 

時 

亦 

然
。
故 

立 

志 

貴 

専 

一
。』っ
て
あ
っ
た
か
ら
、『
伝
習
録
』も
初
学
者
に
対
す
る
学
ぶ
者
の
心
構
え
が
説
か
れ
て

い
る
ね
。
こ
こ
に『
う
ひ
山
ぶ
み
』の（
レ
）と
共
通
点
が
あ
り
そ
う
。」

谷
岡
さ
ん　

 「
そ
う
だ
ね
。
そ
の
共
通
点
は
、

Ｚ

と
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
そ
う
だ
ね
。」
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Ｘ　
　

1　

平
易
な
と
こ
ろ
を
難
し
く
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
間
違
っ
た
解
釈
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

2　

平
易
な
と
こ
ろ
は
理
解
し
た
気
に
な
る
け
れ
ど
、
そ
れ
で
は
文
章
を
深
く
読
み
味
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い

3　

平
易
な
と
こ
ろ
を
い
い
加
減
に
す
る
と
微
妙
な
意
味
が
感
じ
取
れ
ず
、
間
違
っ
た
解
釈
を
し
て
も
気
付
け
な
い

4　

平
易
な
と
こ
ろ
に
注
意
を
向
け
て
し
ま
う
と
、
文
意
を
正
し
く
解
釈
で
き
な
い
し
、
こ
ま
や
か
な
情
趣
も
味
わ
え
な
い

5　

平
易
な
と
こ
ろ
と
同
じ
よ
う
に
難
解
な
こ
と
も
理
解
し
な
い
と
、
全
体
を
正
し
く
読
解
す
る
こ
と
に
つ
な
が
ら
な
い

Ｙ　
　

1　

学
問
に
書
物
を
用
い
る
時
の
火
の
取
り
扱
い

2　

師
の
学
問
と
自
分
の
学
問
の
方
向
性
の
違
い

3　

文
献
を
用
い
た
自
己
流
の
研
究
方
法
の
課
題

4　

学
問
の
方
法
に
対
す
る
自
分
な
り
の
考
え
方

5　

学
問
に
必
要
な
書
物
の
一
般
的
な
見
定
め
方

Ｚ　
　

1　

学
問
で
一
番
重
要
な
も
の
を
手
放
し
た
り
忘
れ
た
り
し
て
は
い
け
な
い

2　

視
野
を
広
く
す
る
た
め
に
は
、
労
力
を
一
点
に
集
中
さ
せ
る
必
要
が
あ
る

3　

学
問
を
始
め
る
と
き
は
、
何
事
に
も
全
力
で
あ
る
こ
と
が
必
要
だ

4　

初
学
者
の
学
問
の
進
め
方
は
、
何
か
一
方
に
偏
ら
な
い
こ
と
が
重
要
だ

5　

本
当
に
大
切
な
こ
と
に
注
力
す
る
た
め
に
、
余
計
な
こ
と
を
除
外
す
る

20

⎩―――⎨―――⎧

21

⎩―――⎨―――⎧

22

⎩―――⎨―――⎧
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