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□１ 

次
の
各
文
の

―
線
を
引
い
た
問
１
か
ら
問
６
ま
で
の
片
仮
名
の
部
分
を
、
漢

字
に
改
め
よ
。
（
楷か

い

書し
ょ

で
書
く
こ
と
。
） 

問
１ 

入
学
式
場
に
新
入
生
の
席
を
モ
ウ
け
る
。 

問
２ 

勇
気
を
フ
ル
い
起
こ
す
。 

問
３ 

機
械
が
コ
シ
ョ
ウ
す
る
。 

問
４ 

飛
行
機
を
ソ
ウ
ジ
ュ
ウ
す
る
。 

問
５ 

カ
ン
ケ
ツ
な
文
章
は
読
み
や
す
い
。 

問
６ 

生
産
の
コ
ウ
リ
ツ
を
あ
げ
る
。 
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□２ 

次
の
各
文
の

―
線
を
引
い
た
問
１
か
ら
問
５
ま
で
の
漢
字
の
読
み
を
、
平
仮

名
で
書
け
。 

問
１ 

こ
の
財
布
は
私
の
も
の
と
酷
似
し
て
い
る
。 

問
２ 

政
界
と
財
界
と
の
癒
着
。 

問
３ 

け
が
人
に
応
急
手
当
て
を
施
す
。 

問
４ 

給
料
で
賄
う
の
は
無
理
だ
。 

問
５ 

先
生
の
柔
和
な
顔
を
見
る
。 
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□３ 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

（
注
１
）

貞
ぢ
や
う

享
き
や
う

甲
き
の
え

子ね

秋
八
月
、（
注
２
）

江
上
の
破
屋
を
出
づ
る
程
、
⑴

風
の
声
そ
ぞ
ろ
寒

げ
な
り
。 

野
ざ
ら
し
を
心
に
⑵

風
の
し
む
身
か
な 

貞
享
元
年
、
松ま

つ

尾お

芭ば

蕉
し
よ
う

四
十
一
歳
の
秋
、
い
わ
ゆ
る
『
甲か

つ

子し

吟ぎ
ん

行こ
う

』
の
旅
に
出
る



‐2‐ 

時
の
吟
で
あ
る
。
こ
れ
か
ら
長
い
山
河
の
旅
に
出
る
の
だ
が
、
さ
ほ
ど
頑
丈
で
も
な

い
こ
の
身
は
、
い
つ
野
山
に
の
た
れ
死
に
を
し
て
、
雨
風
に
（
注
３
）

髑ど
く

髏ろ

を
さ
ら
す
こ

と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
こ
と
を
心
に
思
い
な
が
ら
、
い
ま
江
戸
の
草そ

う

庵あ
ん

を

出
立
し
よ
う
と
す
る
が
、
初
秋
の
風
が
こ
と
さ
ら
に
身
に
し
み
て
わ
び
し
い
思
い
が

Ａ

す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
身
に
し
む
」
と
い
う
言
葉
は
、
秋
の
季
語
で
あ
る
。 

た
た
ず
め
ば
身
に
し
む
水
の
ひ
か
り
か
な 

久
保
田
万
太
郎 

な
ど
と
い
う
の
も
あ
る
。
「
身
に
し
む
」
と
い
う
の
は
、
身
内
に
深
く
感
ず
る
、
感
染

す
る
、
と
い
う
意
味
だ
が
、
こ
れ
が
季
感
を
持
つ
に
至
っ
た
の
は
、
歌
人
た
ち
が
詠

ん
で
き
た
伝
統
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
万
葉
の
歌
に
も
既
に
出
て
く
る
が
、
平
安
朝
の

中
ご
ろ
か
ら
歌
人
た
ち
に
愛
用
さ
れ
出
し
た
。
初
め
は
季
節
と
ア

関
係
な
く
詠
ん
で

い
る
か
ら
、
春
の
歌
も
秋
の
歌
も
あ
り
、
無
季
の
歌
も
あ
っ
た
。
だ
が
、
次
第
に
秋

の
歌
が
圧
倒
的
に
多
く
な
っ
て
き
て
、
こ
と
に
、
「
秋
風
は
身
に
し
む
ば
か
り
」
「
秋

風
の
身
に
し
む
夜よ

半は

の
」
「
身
に
し
む
秋
の
風
」
な
ど
と
、
主
と
し
て
秋
風
に
つ
い
て

言
う
よ
う
に
な
っ
た
。
藤ふ

じ

原
わ
ら
の

俊
し
ゆ
ん

成ぜ
い

の
歌
、 

夕
さ
れ
ば
野
辺
の
秋
風
身
に
し
み
て
鶉

う
づ
ら

鳴
く
な
り
深
草
の
里 

（
千
載
集
） 

が
名
歌
と
し
て
喧け

ん

伝で
ん

さ
れ
て
か
ら
は
、
こ
の
歌
の
連
想
を
伴
わ
な
い
で
は
、
Ｂ

考
え

ら
れ
な
い
く
ら
い
に
な
っ
た
。
だ
が
、
風
だ
け
で
は
な
く
、
梅
の
香
が
身
に
し
む
と

か
、
鹿し

か

の
声
が
身
に
し
む
と
か
、
身
に
し
む
秋
の
恋
と
か
い
っ
た
例
も
あ
っ
て
、

⑶

一
概
に
は
言
え
な
い
。 

勅
ち
よ
く
せ
ん

集
し
ゆ
う

の
秋
の
部
に
入
れ
て
あ
る
例
は
、
多
く
は
、
上
下
二
巻
あ
る
秋
の
部
の
、

下
巻
の
方
に
入
っ
て
い
て
、
そ
の
こ
と
は
、
「
身
に
し
む
」
の
例
歌
が
、
お
お
か
た
深

秋
・
晩
秋
の
季
節
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
。
身
内
に
深
く
感
ず
る
も
の

は
、
秋
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
あ
る
い
は
寂せ

き

寥
り
ょ
う

感か
ん

で
あ
る
。 

当
時
の
宮
廷
貴
族
の
生
活
で
理
想
と
さ
れ
た
の
は
、
「
心
あ
る
」
と
い
う
状
態
で
あ

る
。
実
生
活
上
で
は
、
思
い
や
り
が
あ
る
こ
と
、
理
解
力
・
判
断
力
に
富
ん
で
い
る

こ
と
で
、
趣
味
・
イ

芸
術
の
上
で
は
、
美
的
情
趣
を
解
す
る
こ
と
で
あ
る
、
別
の
言

葉
で
Ｃ

言
え
ば
、
物
の
あ
わ
れ
を
知
る
こ
と
で
あ
り
、
世
の
中
の
こ
と
、
人
の
心
の

奥
の
す
み
ず
み
ま
で
知
り
、
物
の
道
理
を
わ
き
ま
え
る
こ
と
で
あ
る
。
紳
士
の
ウ

最

高
の
教
養
だ
っ
た
と
言
っ
て
も
よ
い
。 

と
こ
ろ
で
平
安
末
期
に
な
る
と
、
⑷

そ
れ
が
い
ち
じ
る
し
く
感
傷
性
の
方
へ
傾
斜

し
て
く
る
。
秋
の
あ
わ
れ
を
知
る
こ
と
は
、
心
あ
る
人
士
の
当
然
の
要
件
で
あ
っ
た

が
、
何
に
で
も
す
ぐ
ほ
ろ
り
と
な
る
涙
も
ろ
さ
が
強
調
さ
れ
て
き
た
⑸

き
ら
い
が
あ

る
。
そ
う
い
う
当
時
の
情
緒
生
活
を
背
景
と
し
て
、
「
身
に
し
む
」
と
い
う
言
葉
の
含

蓄
も
、
＊

復
雑
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
な
が
ら
固
定
し
て
き
た
。
「
身
に
し
む
」
と
は
、

何
よ
り
も
、
秋
の
あ
わ
れ
を
身
内
に
深
く
感
じ
染
ま
せ
る
と
い
う
こ
と
で
、
秋
の
あ

わ
れ
は
、
ま
ず
秋
風
が
告
げ
知
ら
せ
る
も
の
だ
か
ら
、
こ
と
に
秋
風
に
つ
い
て
Ｄ

言

う
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
言
わ
ば
、
ウ
ェ
ッ
ト
の
極
致
の
心
情
が
、
「
身
に
し
む
」
な

の
で
あ
る
。 

（
注
４
）

俳は
い

諧か
い

に
な
る
と
、
そ
れ
ら
が
和
歌
に
比
べ
て
、
よ
ほ
ど
ド
ラ
イ
な
芸
術
だ
っ
た

か
ら
、
ま
た
感
じ
が
変
わ
っ
て
く
る
。
秋
の
あ
わ
れ
と
い
う
感
傷
性
よ
り
も
、
秋
の

冷
気
を
主
調
と
し
て
、
よ
り
対
象
的
・
即
物
的
・
感
覚
的
に
受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
た
。
エ

湿
潤
な
和
歌
的
抒じ

よ

情
じ
よ
う

の
否
定
の
上
に
、
俳
諧
の
客
観
的
態
度
が
確
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立
さ
れ
た
結
果
、
季
語
が
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
変
え
て
き
た
一
例
で
あ
る
。 

身
に
し
み
て
大
根
か
ら
し
秋
の
風 

松
尾 

芭
蕉 

な
ど
と
い
う
句
を
見
て
も
、
深
秋
の
冷
気
の
感
覚
を
ま
ず
受
け
取
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
「
野
ざ
ら
し
」
の
句
の
よ
う
に
、
「
冷す

さ

ま
じ
」
と
い
う
感
じ
に
も
使
っ
て
い
る
。

だ
が
、
秋
と
い
う
先
入
観
念
か
ら
、
観
念
的
に
秋
の
初
風
の
冷
や
や
か
さ
を
「
身
に

し
む
」
と
感
じ
た
句
の
例
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
結
局
、
こ
の
季
語
は
、
秋
の
あ

わ
れ
を
基
に
し
た
そ
の
感
傷
性
を
オ

完
全
に
脱
す
る
こ
と
は
Ｅ

で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

（
岩い

わ

田た

九く

郎ろ
う

『
芭
蕉
の
俳
句
俳
文
』
・
山や

ま

本も
と

健け
ん

吉き
ち

『
こ
と
ば
の
歳
時
記
』
に
よ
る
） 

（
注
１
）
貞
享
甲
子
＝
貞
享
元
年
（
一
六
八
四
年
）
。 

（
注
２
）
江
上
の
破
屋
＝
江
戸
の
隅
田
川
の
ほ
と
り
の
あ
ば
ら
や
。
芭
蕉
庵
。 

（
注
３
）
髑
髏
＝
雨
風
に
さ
ら
さ
れ
て
肉
の
落
ち
た
頭
骨
。 

（
注
４
）
俳
諧
＝
室
町
時
代
末
期
に
生
ま
れ
た
文
芸
、
俳
諧
の
連
歌
の
こ
と
。
現
代

の
俳
句
に
つ
な
が
る
。 

問
１ 

本
文
中
の
、
⑴

風
の
声
そ
ぞ
ろ
寒
げ
な
り
。
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

風
の
音
も
そ
れ
ほ
ど
寒
そ
う
で
は
な
い
。 

イ 

風
の
音
も
ぞ
っ
と
す
る
ほ
ど
寒
く
感
じ
る
こ
と
だ
。 

ウ 

風
の
音
も
な
ん
と
な
く
寒
そ
う
で
あ
る
。 

エ 

風
の
音
も
こ
と
さ
ら
に
寒
さ
を
強
調
し
て
い
る
よ
う
だ
。 

問
２ 

芭
蕉
の
句
の
中
に
、
⑵

風
の
し
む
身
か
な 

と
あ
る
が
、
こ
の
時
、
芭
蕉
は
な

ぜ
そ
う
感
じ
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
か
ら
エ

ま
で
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

先
ほ
ど
眺
め
た
野
ざ
ら
し
の
こ
と
は
人
に
は
言
う
ま
い
と
心
に
秘
め
て
お

く
こ
と
が
辛つ

ら

く
な
っ
た
か
ら
。 

イ 

折
か
ら
の
秋
風
に
、
年
来
の
病
気
が
ぶ
り
か
え
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う

不
安
に
か
ら
れ
て
い
た
か
ら
。 

ウ 

風
雨
に
さ
ら
さ
れ
た
髑
髏
を
見
て
、
吹
き
わ
た
る
秋
風
の
寒
さ
が
し
み
じ

み
と
身
に
し
み
渡
っ
た
か
ら
。 

エ 

こ
の
旅
で
は
、
自
分
が
野
ざ
ら
し
に
な
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
か
も
し
れ

な
い
と
覚
悟
し
て
い
た
か
ら
。 

問
３ 

本
文
中
に
、
⑶

一
概
に
は
言
え
な
い
。
と
あ
る
が
、
何
が
「
一
概
に
は
言
え
な

い
」
と
い
う
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。 

ア 
｢

身
に
し
む
」
と
い
う
言
葉
は
主
と
し
て
秋
風
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。 

イ 
｢

身
に
し
む
」
と
い
う
言
葉
は
俊
成
の
和
歌
を
抜
き
に
し
て
は
考
え
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
。 

ウ 
｢

身
に
し
む
」
と
い
う
言
葉
は
季
節
に
関
係
な
く
和
歌
に
使
わ
れ
る
の
が
普

通
だ
と
い
う
こ
と
。 



‐4‐ 

エ 
｢

身
に
し
む
」
と
い
う
言
葉
は
梅
、
鹿
、
恋
と
い
っ
た
も
の
に
も
言
わ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
。 

問
４ 

本
文
中
の
、
⑷

そ
れ 

の
指
し
示
す
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

紳
士
の
最
高
の
教
養 

イ 
｢

心
あ
る
」
と
い
う
状
態 

ウ 

心
あ
る
人
士
の
要
件 

エ 

何
に
で
も
す
ぐ
ほ
ろ
り
と
な
る
涙
も
ろ
さ 

問
５ 

本
文
中
の
、
⑸

き
ら
い
が
あ
る
。
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

欠
点
が
あ
る 

イ 

事
実
が
あ
る 

ウ 

錯
誤
が
あ
る 

エ 

傾
向
が
あ
る 

問
６ 

本
文
中
の 

線
を
引
い
た
ア
か
ら
オ
ま
で
の
語
の
中
か
ら
、
他
の
四
つ
と

語
の
構
成
が
異
な
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

関 

係 

イ 

芸 

術 

ウ 

最 

高 

エ 

湿 

潤 

オ 

完 

全 

問
７ 

本
文
中
の
、
＊

複
雑
な 

と
同
じ
活
用
形
の
も
の
は
ど
れ
か
。
本
文
中
の
Ａ
か

ら
Ｅ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

Ａ 

思
い
が
す
る
と
い
う 

Ｂ 

考
え
ら
れ
な
い 

Ｃ 

言
え
ば 

Ｄ 

言
う
よ
う
に 

Ｅ 

で
き
な
い
の
で
あ
る
。 

 

国
‐0

5

‐
国
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‐
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□４ 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。
（
各
段
落
の
末
尾
の
数
字
は
、
そ

の
段
落
の
番
号
で
あ
る
。
） 

か
つ
て
ブ
ナ
の
森
は
村
の
水
源
や
燃
料
、
建
築
材
な
ど
多
様
な
資
源
の
供
給
源
で

あ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
森
と
村
と
は
一
体
と
な
っ
た
必ひ

つ

須す

の
共
生
空
間
で
あ
り
、
そ

の
関
係
性
が
破は

綻た
ん

す
れ
ば
村
の
生
活
は
た
ち
ゆ
か
な
い
。
こ
う
し
た
生
活
と
一
体
と

な
っ
た
自
然
の
あ
り
方
を
「
生
態
資
源
」
と
し
て
見
直
す
こ
と
が
提
唱
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
森
を
、
食
料
や
木
材
な
ど
の
よ
う
に
単
独
で
取
り
出
せ
る
資
源
の
集
合
と

し
て
で
は
な
く
、
そ
の
場
に
あ
る
こ
と
で
多
面
的
な
意
味
を
な
す
も
の
と
し
て
の
森
、

つ
ま
り
そ
の
生
態
系
全
体
を
密
接
な
不
可
分
の
総
合
的
な
資
源
と
し
て
考
え
る
あ
り

方
で
あ
る
。
ブ
ナ
は
も
ち
ろ
ん
家
の
建
築
材
で
あ
り
、
炭
の
材
料
と
し
て
切
り
出
さ

れ
は
す
る
が
、
森
の
形
を
崩
す
ま
で
に
切
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
ブ
ナ
の
森

が
村
の
水
源
と
な
り
、
同
時
に
雪
崩
を
防
い
で
も
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
森
の

中
は
春
は
山
菜
、
秋
は
キ
ノ
コ
の
生
産
の
場
と
な
っ
て
い
る
。
森
は
森
と
し
て
そ
こ

に
あ
る
こ
と
で
そ
の
全
体
が
ま
さ
に
「
生
態
資
源
」
な
の
で
あ
る
。
材
木
の
寄
せ
集
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め
で
は
な
い
生
き
た
森
だ
か
ら
こ
そ
有
効
な
人
と
自
然
と
の
共
生
が
こ
こ
に
は
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
。 

[

①]
 

こ
う
し
た
あ
り
方
は
、
考
え
て
み
れ
ば
人
が
自
然
の
中
で
暮
ら
す
と
き
に
は
ご
く

あ
た
り
ま
え
の
こ
と
で
あ
る
。
人
は
、
自
分
も
含
め
た
生
態
系
の
中
で
そ
の
（ 

ａ

 

）
が
絶
え
な
い
よ
う
に
暮
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
目
先

の
欲
望
を
（ 

ｂ 

）
す
る
技
術
、
文
化
を
創つ

く

り
あ
げ
て
き
た
人
々
の
み
が
永
続
し

え
て
き
た
と
い
う
の
が
人
類
の
歴
史
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
は
次
第

に
都
市
に
住
む
よ
う
に
な
り
、
必
要
な
も
の
を
個
々
の
資
源
と
し
て
遠
い
自
然
か
ら

収
奪
し
て
く
る
だ
け
の
生
活
様
式
、
い
わ
ゆ
る
都
市
文
化
を
創
り
あ
げ
て
き
た
。
こ

う
し
て
、
自
然
の
中
に
一
体
的
に
暮
ら
す
「
自
然
文
化
」
と
、
自
然
を
資
源
の
供
給

源
と
し
て
そ
の
外
に
お
く
こ
と
で
成
立
す
る
「
都
市
文
化
」
と
い
う
新
た
な
対
比
が

生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
当
然
人
の
生
き
方
、
考
え
方
に
も
大
き
な
（ 

ｃ 

）
を
生
じ

さ
せ
て
き
た
だ
ろ
う
。 

[

②]
 

か
つ
て
、
村
の
周
辺
の
自
然
は
生
活
上
の
環
境
と
し
て
日
々
認
識
さ
れ
、
そ
こ
か

ら
の
糧か

て

を
頼
り
に
日
々
の
生
活
が
営
ま
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
森
と
の
共
生
を
失
っ

た
都
市
に
と
っ
て
も
は
や
森
は
遠
い
存
在
で
し
か
な
く
、
森
を
訪
れ
る
こ
と
も
少
な

く
な
っ
た
。[ 

Ｉ 
]

、
森
を
木
材
や
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
資
源
と
し
て
し
か
そ
の

意
味
を
見み

出い
だ

し
得
な
い
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
人
か
ら
見
え
な
く
な
っ
た
森
は

木
材
資
源
の
供
給
地
と
し
て
伐
採
さ
れ
年
々
そ
の
面
積
を
狭
め
、
そ
の
豊
か
さ
と
多

様
な
機
能
と
は
急
速
に
失
わ
れ
て
き
た
。
残
り
少
な
く
な
っ
た
森
は
科
学
、
主
と
し

て
生
態
学
の
対
象
と
し
て
研
究
さ
れ
、
む
し
ろ
本
や
テ
レ
ビ
を
と
お
し
て
の
、
そ
の

成
果
が
人
々
の
森
へ
の
間
接
的
な
認
識
と
な
っ
た
。
か
つ
て
は
一
体
の
も
の
で
あ
っ

た
人
々
の
森
に
対
す
る
認
識
と
利
用
形
態
と
は
、
都
市
文
化
に
あ
っ
て
は
、
森
の
科

学
的
認
識
と
資
源
利
用
と
に
み
ご
と
に
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。 

[

③]
 

近
代
科
学
が
対
象
を
よ
り
客
観
化
す
る
と
す
れ
ば
、
科
学
は
ま
さ
に
都
市
の
文
化

と
も
い
え
、
そ
の
一
つ
の
典
型
で
あ
る
。
森
が
身
近
に
あ
る
う
ち
は
あ
え
て
切
り
刻

み
数
字
化
す
る
よ
う
な
科
学
的
調
査
を
行
う
必
要
は
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
た
と
え
ば
、
ブ
ナ
林
に
台
風
の
被
害
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
森
に
入
っ

て
一
回
り
す
れ
ば
、
そ
の
全
体
像
が
数
字
と
し
て
で
は
な
く
と
も
ど
れ
ほ
ど
の
も
の

で
あ
っ
た
か
は
か
な
り
明
確
に
意
識
さ
れ
得
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ

は
被
害
に
あ
っ
た
身
近
な
人
々
の
悲
し
み
や
生
活
の
あ
り
様
を
必
ず
し
も
科
学
的
に

私
た
ち
が
認
識
し
な
い
ま
で
も
、
私
た
ち
は
そ
れ
ら
を
十
分
に
理
解
し
、
共
感
し
つ

つ
共
に
暮
ら
し
て
い
る
の
に
ほ
ぼ
等
し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

[

④]
 

そ
れ
で
も
科
学
的
な
価
値
と
し
て
だ
け
で
は
な
い
森
の
意
味
を
考
え
、
森
に
共
感

を
よ
せ
る
わ
ず
か
な
人
々
が
自
然
保
護
に
と
り
く
み
始
め
て
い
る
。
だ
が
、
そ
の
自

然
保
護
の
運
動
は
な
ぜ
か
評
判
が
良
く
な
い
。
自
然
を
壊
す
側
の
い
わ
ゆ
る
開
発
派

か
ら
で
は
な
く
、
む
し
ろ
環
境
保
護
派
と
い
わ
れ
る
側
か
ら
の
非
難
の
声
が
結
構
あ

る
。
い
わ
く
、
「
自
然
保
護
」
な
ど
は
お
こ
が
ま
し
い
、
人
間
は
自
然
に
守
ら
れ
て
生

き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
保
護
と
い
う
考
え
方
こ
そ
改
め
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
。
一
体
、
何
の
た
め

に
自
然
保
護
が
お
こ
な
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
自
然
保
護
に
つ
い
て
の
論
説
の
多
く

は
結
果
的
に
「
人
の
た
め
」
に
行
き
つ
く
。
た
と
え
ば
、
き
れ
い
な
水
や
空
気
は
豊
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か
で
健
全
な
自
然
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
人
に
供
給
さ
れ
る
し
、
食
料
も
産
業
の
資
源

も
も
と
は
す
べ
て
自
然
か
ら
で
あ
る
。
ガ
ン
や
エ
イ
ズ
の
特
効
薬
の
発
見
に
も
熱
帯

の
ジ
ャ
ン
グ
ル
な
ど
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
宝
庫
で
あ
る
自
然
地
域
が
必
要
と
さ
れ
て
い

る
。
現
在
で
は
、
こ
う
し
た
自
然
を
生
物
資
源
の
観
点
か
ら
み
る
こ
と
が
そ
の
保
護

を
考
え
る
上
で
も
重
要
な
根
拠
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
周
囲

の
環
境
か
ら
す
べ
て
の
資
源
を
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
都
市
文
化
に
特
有
の
考

え
方
で
あ
る
。 
[

⑤]
 

﹇ 

Ⅱ 

﹈
、
森
を
自
然
科
学
と
し
て
理
解
す
る
あ
り
方
や
資
源
と
し
て
保
護
し
よ

う
と
す
る
あ
り
方
が
、
実
は
両
方
と
も
都
市
文
化
そ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か

る
。
現
代
が
直
面
す
る
環
境
問
題
が
地
球
規
模
に
ま
で
急
速
に
拡
大
し
た
根
本
原
因

は
ま
さ
に
こ
の
都
市
文
化
に
あ
り
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
現
在
の
自
然
か
ら
資
源
を
奪

い
浪
費
す
る
だ
け
の
都
市
の
あ
り
方
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
と
い
っ

て
か
つ
て
の
よ
う
に
狭
い
地
域
の
自
然
と
一
体
に
な
っ
た
共
生
的
空
間
に
人
が
閉
じ

こ
も
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
人
々
の
意
識
と
移
動
と
は
も
は
や
地
球
規
模
に
ま
で

拡
大
し
、
宇
宙
に
ま
で
そ
の
足
跡
が
及
ぼ
う
と
し
て
い
る
。
「
宇
宙
船
地
球
号
」
は
も

は
や
観
念
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
日
々
テ
レ
ビ
で
目
に
す
る
地
球
の
映
像
と
相

ま
っ
て
、
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
の
世
界
像
そ
の
も
の
で
あ
る
。
地
球
は
も
は
や
、
人
の

背
後
に
あ
っ
て
人
を
支
え
て
い
る
森
と
そ
の
森
に
支
え
ら
れ
て
生
活
す
る
人
と
を
一

体
の
も
の
と
し
て
の
せ
て
い
る
、
宇
宙
を
漂
う
た
だ
一
つ
の
村
に
す
ぎ
な
い
。
都
市

文
化
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
地
球
を
ト
ー
タ
ル
に 

 
 

と
す
る
新
し
い
自
然

像
を
人
々
に
供
給
し
う
る
科
学
こ
そ
が
新
し
い
文
明
へ
の
転
換
を
な
し
得
る
も
の
で

は
な
い
か
と
思
う
。 

[

⑥]
 

（
渡わ

た

辺な
べ

隆
り
ゅ
う

一い
ち

「
ブ
ナ
の
森
で
考
え
た
こ
と
」
に
よ
る
） 

問
１ 

本
文
中
の
、
（ 

ａ 

）
か
ら
（ 

ｃ 

）
に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の
ア
か
ら
カ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

抑 

制 

イ 

増 

幅 

ウ 

資 

源 
 

エ 

製 

造 

オ 

一 

致 

カ 

相 

違 

問
２ 

本
文
中
の
、
﹇ 

Ⅰ 
]

﹇ 

Ⅱ 

﹈
に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

Ⅰ 

ア 

だ 

が 

イ 

そ
し
て 

ウ 

一 

方 

エ 

な
ぜ
な
ら 

Ⅱ 

ア 

こ
の
よ
う
に 

イ 

そ
も
そ
も 

 
 

ウ 

む
し
ろ 

エ 

し
か
し
な
が
ら 

問
３ 

本
文
中
で
筆
者
は
、
近
代
科
学
が
対
象
を
よ
り
客
観
化
す
る
と
す
れ
ば
、
科

学
は
ま
さ
に
都
市
の
文
化
と
も
い
え
、
そ
の
一
つ
の
典
型
で
あ
る
。
と
主
張
し

て
い
る
が
、
な
ぜ
そ
う
い
え
る
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

都
市
文
化
こ
そ
自
然
の
豊
か
さ
と
多
様
な
機
能
と
を
保
存
し
て
き
た
と
い

え
る
か
ら
。 

イ 

都
市
文
化
は
自
然
に
支
え
ら
れ
て
生
き
て
い
る
人
々
を
常
に
保
護
し
育
成
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し
て
き
た
か
ら
。 

ウ 

都
市
文
化
は
人
々
の
欲
望
を
満
足
さ
せ
な
が
ら
、
常
に
新
し
い
科
学
文
化

を
創
っ
て
き
た
か
ら
。 

エ 

都
市
文
化
が
自
然
を
対
象
と
し
て
分
離
す
る
こ
と
で
、
資
源
の
供
給
源
と

し
て
の
み
そ
れ
を
活
用
し
て
き
た
か
ら
。 

問
４ 

本
文
中
の
空
欄 

 
 

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か

ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 
｢

自
然
文
化｣ 

イ 
｢

自
然
保
護｣ 

 

ウ 
｢

生
態
資
源｣ 

エ 
｢

都
市
文
化
」 

問
５ 

本
文
の
論
旨
に
従
っ
て
、
筆
者
の
言
う
「
自
然
文
化
」
に
属
す
る
事
柄
を
、

次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

森
を
豊
か
な
木
材
資
源
の
供
給
地
と
考
え
る
。 

イ 

森
を
人
と
自
然
が
共
生
す
る
総
合
的
な
場
と
考
え
る
。 

ウ 

森
は
人
の
手
を
一
切
加
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
る
。 

エ 

森
の
実
態
を
数
値
に
よ
っ
て
科
学
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。 

問
６ 

本
文
の
内
容
と
矛
盾
し
な
い
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ

選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

自
然
を
資
源
の
供
給
源
と
し
て
考
え
る
あ
り
方
は
、
自
然
保
護
の
立
場
か

ら
は
排
除
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
わ
れ
る
。 

イ 

都
市
文
化
が
進
展
す
る
に
つ
れ
て
、
人
々
は
自
然
を
客
観
的
に
数
字
化
し

て
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
て
き
た
。 

ウ 

地
球
規
模
に
拡
大
し
た
環
境
問
題
を
解
決
す
る
に
は
、
都
市
文
化
を
否
定

し
、
か
つ
て
の
自
然
文
化
に
も
ど
る
べ
き
で
あ
る
。 

エ 

人
間
は
自
然
に
守
ら
れ
て
生
き
て
い
る
か
ら
、
自
然
保
護
と
い
う
考
え
方

を
改
め
よ
と
い
う
批
判
が
開
発
派
か
ら
寄
せ
ら
れ
て
い
る
。 

問
７ 

こ
の
文
章
を
、
次
の
よ
う
に
大
き
く
四
つ
の
意
味
段
落
（
起
・
承
・
転
・
結
）

に
分
け
る
と
す
る
と
、
形
式
段
落
①
〜
⑥
は
ど
の
よ
う
に
分
け
た
ら
よ
い
か
。

後
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

・
起 

自
説
の
前
提
（
か
つ
て
の
森
と
村
と
の
関
係
の
よ
う
に
、
生
活
と
一
体
に

な
っ
た
自
然
の
あ
り
方
を
生
態
資
源
と
し
て
見
直
す
べ
き
だ
。） 

・
承 

問
題
の
分
析
（
生
活
様
式
が
自
然
文
化
か
ら
都
市
文
化
に
変
化
す
る
に
つ

れ
、
人
々
の
意
識
も
森
を
客
観
視
す
る
よ
う
に
変
わ
っ
た
。
） 

・
転 

前
提
へ
の
反
論
の
検
討
（
自
然
保
護
に
つ
い
て
は
人
中
心
の
考
え
を
改
め

る
べ
き
だ
と
言
う
が
、
結
局
は
人
の
た
め
の
保
護
な
の
だ
。
） 

・
結 

自
説
の
主
張
（
昔
の
よ
う
な
自
然
文
化
に
戻
れ
な
い
以
上
、
地
球
を
新
し

い
総
合
的
な
共
生
空
間
と
し
て
捉と

ら

え
直
す
し
か
な
い
。
） 

ア 
 

起 

①
② 

― 

承 

③ 

― 

転 

④
⑤ 

― 

結 

⑥ 
 

イ 
 

起 
①
② 

― 

承 

③
④ 

― 

転 

⑤ 

― 

結 

⑥ 
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ウ 
 

起 

① 

― 

承 

②
③ 

― 

転 

④
⑤ 

― 

結 

⑥ 
 

エ 
 

起 

① 

― 

承 

②
③
④ 

― 

転 

⑤ 

― 

結 

⑥ 
 

 
国
‐0

5

‐
国
‐
高
専
‐
問
‐0

5
 

□５ 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

母
の
日
記
を
二
度
目
に
読
ん
だ
の
は
、
中
学
三
年
生
の
夏
だ
っ
た
。
思
い
が
け
な

い
再
会
に
な
っ
た
。 

「
敬
一
、
釣
り
に
行
か
ん
か
。
」 

父
が
急
に
誘
っ
て
き
た
。
ま
だ
陽ひ

の
高
い
夕
方
だ
っ
た
。
工
場
が
盆
休
み
に
入
っ

た
初
日
の
こ
と
だ
。 

お
盆
の
間
は
殺せ

つ

生
し
よ
う

を
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
父
は
い
つ
も
言
っ
て
い
た
。
そ
う

い
う
こ
と
に
は
意
外
に
古
風
な
ハ
ル
さ
ん
も
、
ふ
つ
う
な
ら
「
そ
げ
な
こ
と
し
た
ら

い
け
ん
が
、
あ
ん
た
。
」
と
父
を
咎と

が

め
る
は
ず
だ
っ
た
。
だ
が
、
健
太
を
お
ぶ
っ
て
台

所
仕
事
を
し
て
い
た
ハ
ル
さ
ん
は
、
釣
り
竿ざ

お

を
持
っ
た
父
が
「
ほ
な
、
行
っ
て
く
る

わ
。
」
と
声
を
か
け
る
と
、
流
し
台
に
向
か
っ
た
ま
ま
「
気
を
つ
け
て
な
あ
。
」
と
し

か
返
さ
な
か
っ
た
。
父
も
言
い
訳
め
い
た
こ
と
は
口
に
せ
ず
、 

Ⅰ 

外
に
出
て
、

車
に
乗
り
込
ん
だ
。
な
に
か
あ
る
ん
だ
ろ
う
な
、
と
少
年
に
も
察
し
は
つ
い
た
。
ま

あ
、
べ
つ
に
い
い
け
ど
、
と
開
き
直
っ
て
助
手
席
に
座
っ
た
。
父
の
誘
い
を
断
ら
な

か
っ
た
の
は
、
逆
に
こ
っ
ち
か
ら
挑
発
す
る
つ
も
り
も
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
、

十
五
歳
だ
っ
た
。
家
族
を
最
も
嫌
っ
て
い
た
時
期
だ
っ
た
。
さ
さ
い
な
こ
と
で
ハ
ル

さ
ん
と
言
い
争
い
を
し
て
、
も
う
何
日
も
口
を
き
い
て
い
な
か
っ
た
。 

車
は
、
ふ
る
さ
と
の
街
を
東
西
に
分
け
て
流
れ
る
川
へ
向
か
っ
た
。
父
が
得
意
な

の
は
、
浅
瀬
に
毛
針
を
放
り
込
ん
で
虫
と
間
違
え
た
ハ
ヤ
を
ひ
っ
か
け
る
、
「
か
が
し

ら
」
と
い
う
釣
り
だ
。
夕
陽
の
ま
ぶ
し
さ
に
毛
針
の
動
き
を
う
ま
く
合
わ
せ
れ
ば
、

一
時
間
で
二
十
尾
近
く
釣
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
父
は
浅
瀬
の
場
所
を
ほ
と
ん

ど
吟
味
す
る
こ
と
な
く
、
「
こ
の
へ
ん
で
え
え
か
。
」
と
車
を
停と

め
た
。
⑴

「
か
が
し

ら
」
に
は
も
っ
と
陽
が
傾
い
て
か
ら
の
ほ
う
が
い
い
の
だ
が
、
か
ま
わ
ず
河
原
へ
下

り
て
い
っ
た
。
少
年
も
黙
っ
て
後
に
つ
づ
く
。
車
の
中
で
は
と
り
と
め
の
な
い
話
し

か
し
な
か
っ
た
。
本
題
は
い
ま
か
ら
な
の
だ
ろ
う
、
と
覚
悟
を
決
め
た
。 

釣
り
を
始
め
た
。
ゴ
ム
サ
ン
ダ
ル
を
履
い
て
浅
瀬
に
入
り
、
手
首
を
し
ゃ
く
る
よ

う
に
し
て
毛
針
で
川か

わ

面も

を
叩た

た

い
て
は
引
き
上
げ
る
。
⑵

あ
ん
の
じ
ょ
う
、
当
た
り
は

ぴ
く
り
と
も
来
な
い
。 

「
の
う
、
敬
一
。
」 

父
が 

Ⅱ 

言
っ
た
。
「
こ
こ
の
河
原
、
覚
え
と
る
か
。
」
と
毛
針
を
放
り
込
み
、

「
も
う
忘
れ
た
か
の
う
。
」
と
引
き
上
げ
る
。 

「
こ
こ
で
…
…
な
に
か
あ
っ
た
の
？
」 

「
昔
は
、
も
っ
と
水
も
深
か
っ
た
ん
じ
ゃ
。
お
盆
に
な
る
と
、
灯と

う

籠ろ
う

流
し
の
舟
が
ぎ
ょ

う
さ
ん
流
れ
て
の
…
…
死
ん
だ
お
母
ち
ゃ
ん
の
初
盆
の
と
き
も
、
こ
こ
か
ら
舟
を
流

し
た
。
」
言
わ
れ
て
、
ぼ
ん
や
り
と
思
い
だ
し
た
。 

「
昔
は
、
ど
こ
の
家
で
も
灯
籠
流
し
を
し
と
っ
た
。
送
り
火
の
晩
に
、
舟
に
ろ
う
そ
く

を
立
て
て
、
お
菓
子
や
ら
な
ん
や
ら
も
積
ん
で
…
…
川
が
ぽ
う
っ
と
明
る
う
な
る
ん
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よ
。
き
れ
い
じ
ゃ
っ
た
よ
。
他ほ

か

の
舟
は
途
中
で
ひ
っ
か
か
っ
て
止
ま
っ
た
り
す
る
ん

じ
ゃ
け
ど
、
ａ

お
母
ち
ゃ
ん
の
舟
は
、
川
の
真
ん
中
を
流
れ
て
い
っ
て
、
最
後
に
見

え
ん
よ
う
に
な
る
ま
で
、
ま
っ
す
ぐ
流
れ
て
い
っ
た
ん
じ
ゃ
。
」 

川
が
汚
れ
る
か
ら
、
と
灯
籠
流
し
が
禁
止
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
翌
年
の
こ
と
だ
っ

た
と
い
う
。 

⑶｢

も
う
忘
れ
た
か
。
」
と
父
は
苦
笑
し
て
竿さ

お

を
立
て
、
「
ま
あ
、
そ
れ
で
え
え
よ
、
昔

の
こ
と
な
ん
じ
ゃ
け
え
。
」
と
竿
を
寝
か
し
て
、
毛
針
を
ま
た
川
に
放
り
込
む
。
少
年

も
同
じ
よ
う
に
竿
を
操
り
な
が
ら
、
川
面
を
見
つ
め
る
。
夜
の
闇
の
中
、
川
面
に
ろ

う
そ
く
の
明
か
り
を
映
し
込
ん
で
流
れ
て
い
く
無
数
の
小
舟
を
思
う
。
父
と
一
緒
に

そ
れ
を
目
で
追
う
幼
い
自
分
の
こ
と
も
、
思
う
。 

「
お
母
ち
ゃ
ん
と
、
口
き
い
と
ら
ん
の
じ
ゃ
て
？
」
父
は
言
っ
た
。
こ
の
「
お
母
ち
ゃ

ん
」
は
、
ハ
ル
さ
ん
だ
っ
た
。 

「
ま
だ
い
っ
ぺ
ん
も
『
お
母
ち
ゃ
ん
』
い
う
て
呼
ん
で
く
れ
ん
の
よ
、
い
う
て
…
…
お

母
ち
ゃ
ん
、
つ
ら
が
っ
と
っ
た
ど
。
」 

な
に
も
応こ

た

え
ず
に
い
た
ら
、
父
は
顔
の
ま
わ
り
を
飛
ぶ
ヤ
ブ
蚊
を
手
で
追
い
払
っ

て
、
「
ｂ

お
母
ち
ゃ
ん
の
気
持
ち
も
わ
か
っ
ち
ゃ
れ
や
。
」
と
言
っ
た
。
少
年
は
黙
っ

た
ま
ま
だ
っ
た
。
父
の
話
も
途
切
れ
た
。
街
の
ほ
う
か
ら
、
盆
踊
り
の
練
習
を
す
る

太
鼓
の
音
が
小
さ
く
聞
こ
え
た
。 

「
お
、
釣
れ
た
。
」 

父
の
竿
の
針
先
に
、
ハ
ヤ
が
掛
か
っ
た
。
だ
が
、
父
は
ハ
ヤ
の
口
か
ら
針
を
は
ず

す
と
、
そ
の
ま
ま
川
に
戻
し
て
や
っ
た
。 

「
盆
の
う
ち
は
、
や
っ
ぱ
り
殺
生
し
ち
ゃ
あ
い
け
ん
。
い
ま
の
も
、
ど
こ
ぞ
の
ご
先
祖

さ
ん
が
帰
っ
て
き
た
ん
か
も
し
れ
ん
け
ん
。
」 

「
…
…
う
ん
。
」 

「
盆
じ
ゃ
の
う
て
も
、
殺
生
は
い
け
ん
。
や
っ
ぱ
り
、
生
き
死
に
は
、
い
け
ん
よ
、
の

う
。
」 

父
は
川
の
流
れ
で
手
を
洗
い
、
つ
い
で
に
顔
を
洗
い
な
が
ら
、
つ
づ
け
た
。 

「
敬
一
、
ｃ

お
母
ち
ゃ
ん
の
日
記
、
読
ん
で
み
る
か
。
」 

「
え
？
」 

「
車
の
中
に
置
い
て
あ
る
け
ん
、
読
み
た
い
ん
じ
ゃ
っ
た
ら
、
読
め
や
。
」 

濡
れ
た
顔
を
ラ
ン
ニ
ン
グ
シ
ャ
ツ
の
腹
で
拭ふ

い
て
、
竿
を
か
ま
え
直
す
。 

「
い
ま
の
お
母
ち
ゃ
ん
に
は
内
緒
ど
。
黙
っ
て
持
っ
て
き
た
け
ん
。
今
夜
一
晩
、
読
ん

で
え
え
。
明
日
の
朝
、
車
の
中
に
戻
し
と
い
て
く
れ
。
」 

「
…
…
う
ん
。
」 

「
そ
れ
で
気
が
す
ん
だ
ら
、
ｄ

お
母
ち
ゃ
ん
に
、
も
う
ち
い
と
優
し
ゅ
う
し
て
や
っ
て

く
れ
や
。
ア
レ
も
、
も
の
の
言
い
方
に
キ
ツ
い
と
こ
ろ
は
あ
る
け
ど
、
性
根
は
優
し
ゅ

う
て
、
弱
い
ん
じ
ゃ
け
え
。
」 

父
は
ま
た
ハ
ヤ
を
釣
っ
た
。
今
度
は
ヒ
レ
か
ど
こ
か
に
針
が
ひ
っ
か
か
っ
た
だ
け

な
の
だ
ろ
う
、
何
度
か
竿
を
振
る
と
あ
っ
さ
り
と
は
ず
れ
、
ぽ
ち
ゃ
ん
、
と
川
に
落

ち
た
。 

盆
踊
り
の
歌
が
聞
こ
え
る
。
ス
ピ
ー
カ
ー
を
通
し
た
、
ひ
ず
ん
だ
音
だ
っ
た
。
そ

れ
が
な
に
か
の
合
図
に
な
っ
た
よ
う
に
、
向
こ
う
岸
の
森
で
、

せ
み

が
い
っ
せ
い
に
鳴
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き
だ
し
た
。 

「
お
母
ち
ゃ
ん
の
日
記
…
…
ず
っ
と
持
っ
と
っ
た
ら
、
い
け
ん
？
」 

少
年
が
訊き

く
と
、
父
は
少
し
間
を
お
い
て
、
「
い
け
ん
。
」
と
言
っ
た
。 

「
な
ん
で
？
」 

「
な
ん
で
も
、
じ
ゃ
。
」 

「
…
…
な
ん
で
、
い
け
ん
の
？
」 

「
敬
一
の
お
母
ち
ゃ
ん
は
、
い
ま
の
お
母
ち
ゃ
ん
だ
け
じ
ゃ
。
」 

父
は
ま
た
川
の
水
で
顔
を
洗
っ
た
。
⑷

ば
し
ゃ
ば
し
ゃ
と
乱
暴
に
、
顔
を
何
度
も

こ
す
っ
た
。 

そ
の
夜
、
少
年
は
母
が
遺の

こ

し
た
言
葉
を
す
べ
て
ノ
ー
ト
に
書
き
写
し
た
。
最
初
に

読
ん
だ
と
き
に
は
気
づ
か
な
か
っ
た
が
、
病
気
が
進
む
に
つ
れ
て
母
の
字
は
細
く

な
っ
て
い
く
。
ノ
ー
ト
の
罫け

い

の
中
に
字
が
収
ま
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
最
後
の
頃こ

ろ

は
、

漢
字
を
ほ
と
ん
ど
書
け
な
く
な
っ
て
い
た
。
「
け
い
ち
ゃ
ん
」
と
ひ
ら
が
な
で
書
か
れ

た
文
字
を
じ
っ
と
見
つ
め
て
、
⑸

少
年
は
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
泣
い
た
。 

約
束
ど
お
り
、
日
記
は
翌
朝
、
父
の
車
の
物
入
れ
の
中
に
返
し
た
。
そ
の
次
の
日

に
物
入
れ
の
蓋ふ

た

を
開
け
て
み
る
と
、
中
に
は
も
う
な
に
も
入
っ
て
い
な
か
っ
た
。
も

う
一
つ
の
約
束
は
、
守
れ
な
か
っ
た
。
少
年
は
あ
い
か
わ
ら
ず
ハ
ル
さ
ん
を
「
お
母

ち
ゃ
ん
」
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
。
父
に
ま
た
言
い
つ
け
る
の
な
ら
そ
れ
で
も
い
い
、

と
思
っ
て
い
た
。
父
が
怒
っ
て
、
出
て
い
け
、
と
言
う
の
な
ら
、
出
て
い
こ
う
。 

〈
け
い
ち
ゃ
ん
、
お
母
さ
ん
は
天
国
に
行
っ
て
か
ら
も
、
ず
っ
と
け
い
ち
ゃ
ん
の
お
母

さ
ん
で
す
。
〉 

ノ
ー
ト
に
書
き
写
し
た
こ
の
言
葉
が
あ
れ
ば
、
一
人
き
り
で
も
生
き
て
い
け
る
、

と
思
っ
た
。 

（
重し

げ

松ま
つ 

清
き
よ
し

『
卒
業
』
に
よ
る
） 

問
１ 

本
文
中
の
空
欄 

Ⅰ 

・ 

Ⅱ 

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

Ⅰ 

ア 

さ
っ
さ
と 

イ 

ぐ
ず
ぐ
ず
と 

 
 

ウ 

の
っ
そ
り
と 

エ 

こ
っ
そ
り
と 

Ⅱ 

ア 

ず
ば
り
と 

イ 

ぎ
く
り
と 

 
 

ウ 

ぽ
つ
り
と 

エ 

し
ょ
ん
ぼ
り
と 

問
２ 

本
文
中
に
、
⑴｢

か
が
し
ら
」
に
は
も
っ
と
陽
が
傾
い
て
か
ら
の
ほ
う
が
い
い

の
だ
が
、
か
ま
わ
ず
河
原
へ
下
り
て
い
っ
た
。
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

工
場
が
盆
休
み
に
な
り
、
父
は
好
き
な
釣
り
を
し
た
く
て
し
か
た
が
な
い

の
で
、
陽
が
傾
く
の
が
待
ち
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
。 

イ 
｢

か
が
し
ら
」
と
い
う
釣
り
の
方
法
は
父
が
得
意
と
す
る
も
の
で
、
ど
の
よ

う
な
時
間
帯
で
も
釣
り
上
げ
る
自
信
が
あ
っ
た
か
ら
。 

ウ 

父
は
、
お
盆
の
間
は
殺
生
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
日
ご
ろ
か
ら
言
っ
て
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い
る
手
前
、
誰だ

れ

か
に
見
ら
れ
る
と
困
る
と
思
っ
た
か
ら
。 

エ 

息
子
と
妻
と
の
関
係
を
改
善
す
る
た
め
に
、
釣
り
を
口
実
に
息
子
を
連
れ

出
し
た
が
、
父
は
ど
う
話
す
か
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
だ
っ
た
か
ら
。 

問
３ 

本
文
中
の
、
⑵

あ
ん
の
じ
ょ
う 

の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

予
想
に
反
し 
イ 

思
っ
た
通
り 

 

ウ 

不
安
が
的
中
し 

エ 
不
思
議
な
こ
と
に 

問
４ 

本
文
中
の
ａ
か
ら
ｄ
ま
で
の
、
お
母
ち
ゃ
ん 

を
「
敬
一
」
の
実
母
（
死
ん

だ
母
親
）
と
継
母
（
今
の
母
親
）
と
に
分
け
た
場
合
、
最
も
適
当
な
組
み
合
わ

せ
を
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

実
母 

ａ
・
ｄ 

 

継
母 

ｂ
・
ｃ 

 

イ 

実
母 

ａ 
 

継
母 

ｂ
・
ｃ
・
ｄ 

ウ 

実
母 

ａ
・
ｃ 

 

継
母 

ｂ
・
ｄ 

 

エ 

実
母 

ａ
・
ｂ
・
ｃ 

 

継
母 

ｄ 

問
５ 

本
文
中
に
、
⑶｢

も
う
忘
れ
た
か
。｣

と
父
は
苦
笑
し
て 

と
あ
る
が
、
「
父
」

が
「
苦
笑
し
」
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次

の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

死
ん
だ
母
親
の
こ
と
を
思
い
続
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
記
憶
が
あ
い

ま
い
な
息
子
に
対
し
、
小
さ
い
時
だ
っ
た
か
ら
覚
え
て
い
な
い
の
も
無
理
は

な
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
。 

イ 

母
親
の
初
盆
の
翌
年
か
ら
灯
籠
流
し
が
禁
止
さ
れ
、
こ
の
川
に
来
る
こ
と

も
な
く
な
っ
た
か
ら
覚
え
て
い
な
い
の
も
無
理
は
な
い
、
と
月
日
の
経
過
の

早
さ
に
驚
い
て
い
る
か
ら
。 

ウ 

敬
一
の
実
の
母
親
が
死
ん
で
か
ら
今
日
ま
で
、
そ
の
死
を
話
題
に
す
る
こ

と
が
な
か
っ
た
た
め
に
記
憶
が
な
い
息
子
に
対
し
て
、
放
っ
て
お
い
て
申
し

訳
な
い
、
と
悔
や
ん
で
い
る
か
ら
。 

エ 

母
親
の
初
盆
の
こ
と
も
覚
え
て
い
な
い
の
に
、
死
ん
だ
母
親
を
口
実
に
継

母
と
仲
違
い
を
し
て
い
る
息
子
を
腹
立
た
し
く
思
う
一
方
で
、
そ
れ
を
反
抗

期
に
あ
り
が
ち
な
態
度
だ
、
と
仕
方
な
く
思
っ
て
い
る
か
ら
。 

問
６ 

本
文
中
に
、
⑷

ば
し
ゃ
ば
し
ゃ
と
乱
暴
に
、
顔
を
何
度
も
こ
す
っ
た
。
と
あ
る

が
、
こ
の
時
の
「
父
」
の
気
持
ち
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
ア
か
ら
エ
ま
で
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

今
の
母
親
を
一
度
も
「
お
母
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ぼ
う
と
し
な
い
で
、
い
つ
ま

で
も
死
ん
だ
母
親
の
日
記
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
息
子
を
腹
立
た
し
く
思
う
気

持
ち
。 

イ 

亡
き
母
を
思
う
息
子
の
し
つ
こ
さ
に
ほ
と
ほ
と
あ
き
れ
果
て
る
が
、
こ
の

よ
う
な
性
格
に
育
っ
た
の
は
自
分
に
原
因
が
あ
る
と
思
い
至
り
、
情
け
な
く

思
う
気
持
ち
。 
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ウ 

今
の
母
親
し
か
木
当
の
母
親
は
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
息
子
が
納

得
で
き
る
よ
う
に
説
明
が
で
き
な
い
自
分
の
ふ
が
い
な
さ
を
打
ち
消
そ
う
と

す
る
気
持
ち
。 

エ 

今
の
母
親
が
か
わ
い
そ
う
だ
と
い
う
思
い
と
、
亡
き
母
へ
の
思
い
を
断
ち

切
ら
せ
る
の
は
忍
び
な
い
と
い
う
思
い
と
が
入
り
交
じ
っ
た
心
の
迷
い
を
悟

ら
れ
ま
い
と
す
る
気
持
ち
。 

問
７ 

本
文
中
に
、
⑸

少
年
は
歯
を
食
い
し
ば
っ
て
泣
い
た
。
と
あ
る
が
、
な
ぜ
「
歯

を
食
い
し
ば
っ
て
泣
い
た
」
の
か
。
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
不
適

当
な
も
の
を
、
次
の
ア
か
ら
オ
ま
で
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。 

ア 

今
の
母
親
を
「
お
母
ち
ゃ
ん
」
と
呼
ん
だ
ら
、
若
く
し
て
死
ん
で
し
ま
っ

た
母
が
か
わ
い
そ
う
だ
と
思
っ
た
か
ら
。 

イ 

闘
病
の
苦
し
さ
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、
母
が
誰
よ
り
も
自
分
の
こ
と
を
大

切
に
思
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
か
ら
。 

ウ 

ひ
ら
が
な
で
し
か
自
分
の
名
前
を
書
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
ま
で
母
を

衰
弱
さ
せ
る
よ
う
な
病
気
が
憎
か
っ
た
か
ら
。 

エ 

自
分
が
持
つ
べ
き
だ
と
考
え
る
母
の
日
記
を
取
り
上
げ
ら
れ
て
、
ど
う
す

る
こ
と
も
で
き
な
い
自
分
が
情
け
な
か
っ
た
か
ら
。 

オ 

こ
こ
で
声
を
出
し
て
泣
い
て
し
ま
っ
た
ら
、
こ
れ
ま
で
の
家
族
に
対
す
る

意
地
が
一
気
に
く
じ
け
て
し
ま
い
そ
う
だ
っ
た
か
ら
。 



 

‐13 ‐ 

 Ｈ １７ 国 立 高 専 国 立 国 語 解 答 用 紙 

 

 問 題 番 号  解 答   
問 １   け る  

問 ２   い 起 こ す  

問 ３    

問 ４     

問 ５    

国-
0
5

‐
国-

高
専-

K
Y
-
0
1
 

□１  

問 ６    

 

問 １    

問 ２    

問 ３   す  

問 ４   う  

国-
0
5

‐
国-

高
専-

K
Y
-
0
2
 

□２  

問 ５    

 

問 １    

問 ２    

問 ３    

問 ４    

問 ５    

問 ６    

国-
0
5

‐
国-

高
専-

K
Y
-
0
3
 

□３  

問 ７    

 

ａ  ｂ   

問 １ 

ｃ    

問 ２ Ⅰ  Ⅱ   

問 ３    

問 ４    

問 ５    

問 ６    

国-
0
5

‐
国-

高
専-

K
Y
-
0
4
 

□４  

問 ７    

 

問 １ Ⅰ  Ⅱ   

問 ２    

問 ３    

問 ４    

問 ５    

問 ６    

国-
0
5

‐
国-

高
専-

K
Y
-
0
5
 

□５  

問 ７    

 

 



 

‐14‐ 

 Ｈ １７ 国 立 高 専 国 立 国 語 解 答 

 

 問 題 番 号  解 答   
問 １  設 け る  

問 ２  奮 い 起 こ す  

問 ３  故 障  

問 ４  操 縦  

問 ５  簡 潔  

国-
0
5

‐
国-

高
専-

K
-
0
1
 

□１  

問 ６  効 率  

 

問 １  こ く じ  

問 ２  ゆ ち ゃ く  

問 ３  ほ ど こ す  

問 ４  ま か な う  

国-
0
5

‐
国-

高
専-

K
-
0
2
 

□２  

問 ５  に ゅ う わ  

 

問 １  ウ  

問 ２  エ  

問 ３  ア  

問 ４  イ  

問 ５  エ  

問 ６  ウ  

国-
0
5

‐
国-

高
専-

K
-
0
3
 

□３  

問 ７  Ｄ  

 

ａ ウ ｂ ア  

問 １ 

ｃ カ   

問 ２ Ⅰ イ Ⅱ ア  

問 ３  エ  

問 ４  ウ  

問 ５  イ  

問 ６  イ  

国-
0
5

‐
国-

高
専-

K
-
0
4
 

□４  

問 ７  エ  

 

問 １ Ⅰ ア Ⅱ ウ  

問 ２  エ  

問 ３  イ  

問 ４  ウ  

問 ５  ア  

問 ６  エ  

国-
0
5

‐
国-

高
専-

K
-
0
5
 

□５  

問 ７  エ  

 

 



 

‐15‐ 

 

Ｈ

１７ 

国
立
高
専 

国
立 

国
語 

解
説 

 

国
‐05

‐
国
‐
高
専
‐KS

‐01 

□１ 
問
１ 

｢

設
け
る
」
は
、
前
も
っ
て
準
備
を
す
る
、
建
物
な
ど
を
設
置
す
る
と
い
う

意
味
。 

 

国
‐05

‐
国
‐
高
専
‐KS

‐02 

□２ 

問
１ 

｢

酷
似
」
は
、
非
常
に
よ
く
似
て
い
る
こ
と
。 

 

国
‐05

‐
国
‐
高
専
‐KS

‐03 

□３ 

問
２ 

句
の
「
野
ざ
ら
し
を
心
に
」
が
理
由
で
あ
る
。
あ
と
の
鑑
賞
文
を
参
考
に

す
る
。 

問
３ 

｢

一
概
に｣

は
ひ
と
く
ち
に
、
お
し
な
べ
て
と
い
う
意
味
。「
身
に
し
む
」
と
い
う

言
葉
は
主
と
し
て
「
秋
風
に
つ
い
て
言
う
よ
う
に
な
っ
」
た
が
、
梅
の
香
な
ど
ほ
か

の
例
も
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

問
４ 

前
の
段
落
で
、「
『
心
あ
る
』
と
い
う
状
態
」
に
つ
い
て
説
明
し
、
こ
こ
で
は
、

そ
の
内
容
の
変
化
を
述
べ
て
い
る
。 

問
６ 

ほ
か
は
意
味
が
似
て
い
る
漢
字
を
重
ね
た
も
の
。「
最
高
」
は
「
最
も
高
い
」
と

上
の
語
が
下
の
語
を
修
飾
し
て
い
る
。 

問
７ 

｢

ニ
ュ
ア
ン
ス
」
と
い
う
体
言
に
続
く
連
体
形
。 

 

国
‐05

‐
国
‐
高
専
‐KS

‐04 

□４ 

問
１ 

ｃ 

文
化
の
「
対
比
」
が
、
生
き
方
、
考
え
方
に
ち
が
い
を
生
じ
さ
せ
た
、

と
い
う
文
脈
。 

問
２ 

Ⅰ 

森
に
対
す
る
態
度
を
並
べ
て
、
付
け
加
え
て
い
る
。 

Ⅱ 

③
段
落
か
ら
⑤
段
落
の
内
容
を
ま
と
め
て
、
指
し
示
し
て
い
る
。 

問
３ 

｢

都
市
文
化
」
は
「
自
然
を
資
源
の
供
給
源
と
し
て
そ
の
外
に
お
く
こ
と
で
成
立

す
る
」
も
の
と
あ
る
。
科
学
を
客
観
化
す
る
も
の
と
す
る
な
ら
、
自
然
と
一
体
で
は

な
い
都
市
文
化
と
い
え
る
の
で
あ
る
。 

問
４ 

空
欄
の
直
前
に
「
ト
ー
タ
ル
に
」
と
あ
る
の
で
、
同
じ
よ
う
な
意
味
を
表
す
「
一

体
」
に
着
目
す
る
。「
地
球
は
も
は
や
…
…
森
と
そ
の
森
に
支
え
ら
れ
て
生
活
す
る
人

と
を
一
体
の
も
の
と
し
て
の
せ
て
い
る
、
…
…
一
つ
の
村
」
と
あ
り
、
地
球
を
都
市

と
資
源
の
供
給
源
で
あ
る
自
然
に
分
断
す
る
の
で
は
な
く
一
つ
の
資
源
と
し
て
と
ら

え
よ
う
と
い
う
文
脈
を
つ
か
む
。 

問
５ 
｢

自
然
文
化｣

は
「
自
然
の
中
に
一
体
的
に
暮
ら
す
」
と
あ
る
。
ほ
か
の
選
択
肢

は
人
が
自
然
と
距
離
を
と
っ
て
い
る
例
で
あ
る
。 

問
６ 

④
段
落
に
「
森
が
身
近
に
あ
る
う
ち
は
あ
え
て
切
り
刻
み
数
字
化
す
る
よ
う
な

科
学
的
調
査
を
行
う
必
要
は
な
か
っ
た
」
と
あ
り
、
数
字
化
が
可
能
な
こ
と
が
読
み

と
れ
る
。 

問
７ 

⑤
段
落
で
、「
し
か
し
、
そ
れ
に
は
疑
問
が
あ
る
。」
と
述
べ
、
反
論
の
検
討
を

し
て
、「
転
」
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
つ
か
む
。 

 

国
‐05

‐
国
‐
高
専
‐KS

‐05 

□５ 

問
１ 

Ⅰ 

直
前
に
「
言
い
訳
め
い
た
こ
と
は
口
に
せ
ず
」
と
あ
る
の
で
、
す
ば

や
く
行
動
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

Ⅱ 

言
い
た
い
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
な
か
な
か
切
り
出
せ
ず
に
い
た
父
が
、
本
題

を
話
し
始
め
た
様
子
に
合
う
も
の
を
選
ぶ
。 

問
２ 

｢

か
が
し
ら
」
に
向
か
な
い
時
間
で
も
か
ま
わ
な
い
の
は
、
釣
り
が
口
実
だ
か
ら

で
あ
る
。 

問
４ 

ａ
は
「
死
ん
だ
お
母
ち
ゃ
ん
の
初
盆
の
と
き
」
の
舟
だ
か
ら
実
母
、
ｂ
・
ｄ
は

父
が
気
持
ち
を
わ
か
っ
て
や
っ
て
ほ
し
い
と
考
え
て
い
る
継
母
、
ｃ
は
あ
と
に
「
日

記
」
と
あ
る
の
で
、
日
記
を
書
い
た
実
母
。 

問
５ 

父
は
、
死
ん
だ
母
の
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
な
い
敬
一
に
困
っ
て
い
る
の
に
、
敬
一

が
母
の
初
盆
の
こ
と
は
忘
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
う
ま
く
い
か
な
い
も
の
だ
と

思
っ
て
苦
笑
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

問
６ 

敬
一
の
死
ん
だ
母
を
慕
う
気
持
ち
に
心
が
動
い
て
、
涙
ぐ
み
そ
う
に
な
っ
た
の

を
、
現
在
の
生
活
を
う
ま
く
過
ご
す
た
め
に
は
打
ち
消
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
、

乱
暴
に
何
度
も
顔
を
こ
す
っ
て
い
る
父
の
心
情
を
読
み
取
る
。 

問
７ 

母
の
日
記
を
ず
っ
と
持
っ
て
い
た
い
の
に
そ
れ
が
で
き
な
い
悔
し
さ
が
心
情
の

中
心
で
あ
る
。
言
葉
は
写
せ
て
も
母
の
筆
跡
は
返
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 


