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一
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

少
し
ⓐ
チ
ュ
ウ
シ
ョ
ウ
的
な
い
い
方
に
な
り
ま
す
が
、
私
た
ち
が
「
経
験
」
を
す
る
た
め
に
は
、
意
識
す
る
と
せ
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら

ず
、
①
経
験
の
た
め
の
方
法
な
い
し
は
形
式
を
あ
ら
か
じ
め
身
に
つ
け
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

た
と
え
ば
、
な
か
な
か
日
常
で
は
気
づ
か
な
い
こ
と
で
す
が
、
風
景
を
見
る
と
き
、
私
た
ち
は
知
ら
ず
識
ら
ず
遠
近
法
に
よ
っ
て
見
て

し

い
ま
す
。
今
日
、
世
界
の
ど
の
国
の
人
で
あ
れ
、
い
わ
ゆ
る
一
点
消
去
の
遠
近
法
な
し
に
は
何
も
見
え
て
き
ま
せ
ん
。
も
の
を
見
る
と
は
、

じ
つ
は
遠
近
法
を
実
行
し
て
い
る
こ
と
と
同
義
な
の
で
す
。
も
し
遠
近
法
を
知
ら
な
い
人
が
風
景
を
見
る
と
す
れ
ば
、
今
日
の
私
た
ち
が

見
て
い
る
よ
う
に
は
世
界
は
見
え
て
こ
な
い
は
ず
で
す
。

し
か
し
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
遠
近
法
と
は
、
十
四
、
五
世
紀
、
ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
イ
タ
リ
ア
で
発
見
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、

太
古
か
ら
つ
づ
く
人
類
永
遠
の
知
恵
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
群
の
天
才
た
ち
が
発
見
し
、
多
く
の
人
々
が
そ
れ
に
従
っ
て
も
の
を
見
て
い

る
う
ち
に
い
つ
し
か
身
に
つ
き
、
も
の
の
見
方
の
基
本
と
な
っ
た
の
で
す
。

こ
の
場
合
、
遠
近
法
と
い
う
も
の
の
見
方
は
、
風
景
を
見
る
と
い
う
経
験
に
先
ん
じ
て
あ
り
ま
す
。
擬
声
語
を
例
に
す
れ
ば
、
話
は
も

う
少
し
わ
か
り
や
す
く
な
る
で
し
ょ
う
。
世
界
の
ど
の
言
語
に
も
擬
声
語
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
さ
い
、
た
と
え
ば
鶏
が
「
コ
ケ
コ
ッ
コ
ー
」

と
鳴
く
か
、
あ
る
い
は
「
コ
ッ
カ
ド
ゥ
ー
ド
ゥ
ル
ド
ゥ
ー
」
と
鳴
く
か
は
、
じ
つ
は
文
明
の
中
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
の
見
方
（
聞
こ
え
方
）

に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
地
域
に
よ
っ
て
、
文
明
に
よ
っ
て
、
聞
こ
え
方
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
。
つ
ま
り
、
擬
声
語
は
個
々
の
経
験
に
先

ん
じ
て
私
た
ち
の
体
の
な
か
に
あ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
と
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
自
然
の
鳥
の
鳴
き
声
が
あ
た
か
も

そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
く
る
と
い
う
仕
掛
け
な
の
で
す
。

も
う
一
つ
次
元
を
高
め
て
い
え
ば
、
た
ん
に
経
験
を
積
み
重
ね
た
だ
け
で
は
、
世
界
を
自
然
科
学
的
に
み
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
物

理
や
化
学
に
つ
い
て
い
え
ば
、
す
べ
て
の
現
象
を
数
の
関
係
に
置
き
換
え
て
、
は
じ
め
て
そ
れ
は
可
能
に
な
り
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
の
ガ
リ

レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
（
一
五
六
四
～
一
六
四
二
）
が
「
自
然
と
い
う
も
の
は
数
で
書
か
れ
た
書
物
で
あ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
、
数
の
関
係

を
経
験
に
先
ん
じ
て
知
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
物
質
の
世
界
は
自
然
科
学
的
に
は
見
え
て
こ
な
い
の
で
す
。

も
し
教
育
と
は
何
か
と
問
わ
れ
れ
ば
、
遠
近
法
や
擬
声
語
や
数
の
関
係
に
と
ど
ま
ら
ず
、
経
験
に
先
ん
じ
て
あ
る
方
法
を
教
え
る
行
為
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だ
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。
べ
つ
の
表
現
を
す
れ
ば
、
教
育
は
経
験
を
離
れ
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

こ
う
考
え
て
み
れ
ば
、
学
校
の
教
室
と
い
う
も
の
が
現
実
の
社
会
か
ら
独
立
し
た
世
界
、
つ
ま
り
閉
じ
ら
れ
た
世
界
と
し
て
存
在
し
、

そ
の
知
識
の
八
、
九
割
ま
で
が
言
葉
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
の
理
由
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
学
校
が
閉
じ
ら
れ
た

世
界
と
な
る
の
は
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
に
改
め
て
詳
し
く
論
じ
ま
す
が
、
②
こ
の
近
代
が
達
成
し

た
成
果
は
、
じ
つ
は
長
く
教
育
の
歴
史
の
な
か
で
用
意
さ
れ
て
い
た
、
あ
る
い
は
芽
生
え
て
い
た
も
の
な
の
で
す
。

Ⓧ
私
た
ち
に
と
っ
て
、
学
校
教
育
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
。
べ
つ
の
い
い
方
を
す
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
生
活
の
経
験
の
積
み
重
ね
に
ま
か

せ
る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
教
育
の
た
め
の
特
別
の
場
所
が
必
要
な
の
か
。
こ
の
問
い
か
け
に
た
い
し
て
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら

れ
ま
す
。

第
一
に
、
こ
れ
は
わ
か
り
や
す
い
理
由
で
す
が
、
世
界
は
あ
ま
り
に
も
広
く
、
私
た
ち
が
そ
の
す
べ
て
を
経
験
す
る
こ
と
は
で
き
な
い

か
ら
で
す
。

し
か
も
、
私
た
ち
が
「
世
界
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
多
く
は
す
で
に
失
わ
れ
た
過
去
で
あ
り
、「
現
実
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
の
半
ば

以
上
は
現
実
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
歴
史
と
呼
ば
れ
、
人
類
の
記
憶
の
な
か
に
し
か
な
い
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
し
ょ
う
。
新
聞
や
テ
レ
ビ

で
伝
え
ら
れ
る
世
界
は
す
で
に
「
昨
日
の
現
実
」
に
す
ぎ
な
い
し
、
学
問
研
究
の
保
証
す
る
真
実
の
世
界
も
、
結
局
は
過
去
に
発
見
さ
れ
、

歴
史
の
な
か
で
再
確
認
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
は
ず
で
す
。

経
験
は
記
憶
に
よ
っ
て
濾
過
さ
れ
、
そ
れ
と
照
合
さ
れ
て
、
は
じ
め
て
経
験
と
し
て
完
成
さ
れ
る
。
そ
う
し
た
③
経
験
の
完
成
の
場
所

ろ

か

と
し
て
、
私
た
ち
は
教
育
の
営
み
を
発
明
し
、
教
室
と
い
う
別
世
界
を
囲
い
込
ん
で
い
る
と
も
い
え
る
の
で
す
。

森
鷗
外
の
短
編
小
説
『
サ
フ
ラ
ン
』
に
、
サ
フ
ラ
ン
を
め
ぐ
る
若
き
日
の
思
い
出
話
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
植
物
の
名
は
本
で
早
く
か

も
り
お
う
が
い

ら
知
っ
て
い
た
け
れ
ど
、
ま
だ
実
物
を
見
た
こ
と
が
な
い
。
そ
こ
で
蘭
医
で
あ
っ
た
父
親
に
頼
み
、
薬
簞
笥
の
抽
斗
か
ら
「
ち
ぢ
れ
た
よ

ら
ん

だ
ん

す

ひ
き
だ
し

う
な
、
黒
ず
ん
だ
物
」
、
つ
ま
り
乾
燥
し
た
サ
フ
ラ
ン
を
出
し
て
も
ら
う
。
「
名
を
聞
い
て
人
を
知
ら
ぬ
と
云
う
こ
と
が
随
分
あ
る
。
人

い

ば
か
り
で
は
な
い
。
す
べ
て
の
物
に
あ
る
」
と
い
っ
た
感
慨
を
綴
っ
た
小
品
で
す
が
、
考
え
て
み
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
い
う
と
こ
ろ
の
「
現

つ
づ

実
」
と
は
、
半
ば
以
上
、
森
鷗
外
に
お
け
る
「
サ
フ
ラ
ン
」
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
二
に
、
教
育
が
不
可
欠
に
な
る
の
は
、
私
た
ち
が
何
ら
か
の
現
実
行
動
を
う
ま
く
な
し
と
げ
る
た
め
に
は
、
行
動
を
い
っ
た
ん
棚
上

げ
し
、
目
的
を
括
弧
の
な
か
に
入
れ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
い
い
か
え
れ
ば
、
現
実
行
動
に
あ
た
っ
て
失
敗
を
避
け

か
っ

こ
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る
に
は
、
ま
ず
も
っ
て
④
「
練
習
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
験
を
離
れ
る
こ
と
が
い
か
に
重
要
か
は
、
こ
の
練
習
と
い
う
も
の
を

考
え
れ
ば
誰
し
も
納
得
が
い
く
は
ず
で
す
。

音
楽
や
絵
画
の
よ
う
な
芸
術
で
あ
れ
、
ス
ポ
ー
ツ
で
あ
れ
、
碁
や
将
棋
と
い
っ
た
勝
負
事
で
あ
れ
、
さ
ら
に
は
実
践
的
な
す
べ
て
の
営

み
が
、
ま
ず
練
習
を
要
求
し
て
い
ま
す
。
野
球
選
手
の
バ
ッ
ト
の
素
振
り
が
好
例
で
し
ょ
う
。
飛
ん
で
来
て
も
い
な
い
ボ
ー
ル
を
相
手
に

バ
ッ
ト
を
振
っ
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
は
バ
ッ
テ
ィ
ン
グ
と
い
う
行
為
の
プ
ロ
セ
ス
を
意
識
し
、
そ
こ
か
ら
プ
ロ
セ
ス
を
支

え
る
「
型
」
を
身
に
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

私
た
ち
の
行
動
能
力
は
、
単
純
な
経
験
を
い
く
ら
繰
り
返
し
て
も
、
け
っ
し
て
高
ま
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
実
行
動
は
練
習
の
う

え
で
は
じ
め
て
成
り
立
ち
ま
す
。
ど
ん
な
技
術
で
あ
れ
、
技
術
を
ⓑ
ク
シ
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
絶
え
ず
見
直
し
、
身
に
つ
け
直
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
で
す
。

学
校
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
意
味
で
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
現
実
行
動
か
ら
い
っ
た
ん
切
り
離
し
、
そ
の
行
動
の
プ
ロ
セ
ス
を
教
え
る
場

と
い
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
教
室
は
行
動
の
場
で
は
な
く
て
、
練
習
の
場
な
の
で
す
。

第
三
に
、
第
二
の
理
由
の
延
長
に
な
り
ま
す
が
、
私
た
ち
が
行
動
す
る
た
め
に
は
「
型
」
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

武
術
一
つ
を
取
り
上
げ
て
も
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
刀
を
た
だ
振
り
回
し
て
い
れ
ば
強
く
な
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
面
を
打
ち
、
籠こ

手
を
打
ち
、
突
き
を
入
れ
る
と
い
う
型
を
ま
ず
身
に
つ
け
、
そ
れ
が
ま
る
で
無
意
識
で
あ
る
か
の
よ
う
に

流

露
し
て
く
る
と
こ
ろ
に
武
術

て

り
ゅ
う

ろ

は
成
立
し
ま
す
。

日
常
の
作
法
も
ま
た
同
様
で
し
ょ
う
。
こ
れ
も
ま
た
一
つ
の
型
で
あ
っ
て
、
日
常
生
活
は
そ
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

人
間
、
悲
し
い
と
き
に
は
な
り
ふ
り
か
ま
わ
ず
泣
き
た
く
な
る
も
の
で
す
が
、
そ
こ
に
悲
し
み
の
型
が
入
っ
て
き
た
と
き
、
は
じ
め
て
私

た
ち
は
悲
し
み
に
耐
え
る
能
力
も
身
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

の
短
編
小
説
『
手
巾
』
に
、
息
子
を
亡
く
し
た
ば
か
り
の
婦
人
が
端
然
と
息
子
の
恩
師
に
相
対
し
な
が
ら
、
し
か
し
机
の

は
ん
け
ち

下
で
は
「
膝
の
上
の
手
巾
を
、
両
手
で
裂
か
な
い
ば
か
り
に
緊
く
、
握
っ
て
い
る
」
と
い
う
場
面
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
顔
で
こ
そ

ひ
ざ

か
た

笑
っ
て
い
た
が
、
実
は
さ
っ
き
か
ら
、
全
身
で
泣
い
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
あ
る
よ
う
に
、
彼
女
は
「
息
子
を
亡
く
し
た
母
」
と
い
う
型

を
、
あ
る
い
は
役
を
そ
の
場
で
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
も
世
も
な
い
悲
し
み
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
た
し
、
ま
た
ⓒ
シ
ュ
ウ
タ
イ
を
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さ
ら
さ
ず
に
済
ん
だ
わ
け
で
す
。

教
育
が
必
要
な
理
由
の
最
後
は
、
多
く
の
知
識
が
経
験
か
ら
直
接
に
学
べ
な
い
か
ら
で
す
。

現
代
の
先
進
社
会
の
人
間
な
ら
ば
、
誰
で
も
地
動
説
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
誰
一
人
と
し
て
地
球
が
太

陽
の
周
り
を
回
っ
て
い
る
の
を
見
た
人
も
い
な
け
れ
ば
、
そ
の
動
き
を
実
感
し
た
人
も
い
な
い
。
日
常
で
は
、
太
陽
が
朝
は
東
の
空
に
上

っ
て
、
夕
方
は
西
の
空
へ
沈
む
。
昔
の
人
も
現
代
人
も
そ
れ
を
経
験
上
知
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
真
実
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

を
、
知
識
と
し
て
身
に
つ
け
て
い
る
の
が
現
代
人
で
し
ょ
う
。

ま
た
、
幾
何
学
で
教
わ
る
か
た
ち
と
い
う
も
の
も
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
幾
何
学
上
の
「
点
」
は
大
き
さ
が
な
く
、
位
置
の
み
あ

る
も
の
だ
と
い
く
ら
い
わ
れ
て
も
、
そ
れ
を
目
で
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
二
点
間
を
つ
な
ぐ
も
の
が
線
で
あ
り
、
厚
み
の
な
い
広

が
り
が
面
だ
と
い
わ
れ
て
も
、
こ
れ
ま
た
誰
も
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
知
識
が
、
現
代
の
自
然
科
学
、
あ
る

い
は
現
実
認
識
の
ⓓ
キ
ソ
を
つ
く
っ
て
い
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
。

（
山
崎
正
和
『
文
明
と
し
て
の
教
育
』
に
よ
る
）

や
ま
ざ
き
ま
さ
か
ず

問
１

線
部
ⓐ
～
ⓓ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
せ
。
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問
２

線
部
①
「
経
験
の
た
め
の
方
法
な
い
し
は
形
式
」
の
特
徴
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

生
活
の
中
で
意
識
的
に
用
い
て
い
る
。

イ

人
間
の
知
恵
と
し
て
太
古
か
ら
つ
づ
い
て
い
る
。

ウ

経
験
を
積
み
重
ね
て
獲
得
し
て
い
る
。

エ

経
験
か
ら
離
れ
た
知
識
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

オ

過
去
の
も
の
と
し
て
大
半
が
失
わ
れ
て
い
る
。

問
３

線
部
②
「
こ
の
近
代
が
達
成
し
た
成
果
」
と
は
何
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

ル
ネ
サ
ン
ス
期
の
、
イ
タ
リ
ア
の
天
才
た
ち
に
よ
る
偉
業
。

イ

現
象
を
数
の
関
係
に
置
き
換
え
た
、
自
然
科
学
の
発
展
。

ウ

文
明
の
な
か
で
つ
く
ら
れ
た
、
洗
練
さ
れ
た
も
の
の
見
方
。

エ

先
に
経
験
し
て
、
そ
の
や
り
方
を
身
に
つ
け
て
い
く
画
期
的
な
学
習
法
。

オ

効
果
的
に
知
識
を
教
え
る
た
め
の
、
社
会
か
ら
独
立
し
た
学
校
。
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問
４

線
部
③
「
経
験
の
完
成
の
場
所
」
と
は
ど
う
い
う
「
場
所
」
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
章
の

Ⅰ

・

Ⅱ

を
指
示
に
従
っ
て
埋
め
、
説
明
を
完
成
さ
せ
よ
。

個
人
が
経
験
し
た
過
去
の
出
来
事
は
、
記
憶
を
通
じ
て

Ⅰ

五
字
以
内
で
考
え
る

が
取
り
除
か
れ
る
。
そ
の
後
、
歴
史

の
中
で
他
の
経
験
と
照
ら
し
合
わ
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
が

Ⅱ

五
字
で
本
文
か
ら
抜
き
出
す

と
し
て
再
確
認
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。
こ
う
し
て
経
験
は
人
類
が
共
有
す
る
知
識
と
し
て
完
成
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
が
集
積
し
て
い
る
の
が
教
室

と
い
う
「
場
所
」
で
あ
る
。

問
５

線
部
④
「
『
練
習
』
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
わ
か
り
や
す
く
説
明
せ
よ
。
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問
６

線
部
Ⓧ
「
私
た
ち
に
と
っ
て
、
学
校
教
育
は
な
ぜ
必
要
な
の
か
」
と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
筆
者
は
ど
う
答
え
て
い
る
か
。

百
字
以
内
で
要
約
せ
よ
。

問
７

に
は
、
日
本
の
文
学
者
の
人
名
が
入
る
。
そ
の
文
学
者
に
つ
い
て
書
か
れ
た
次
の
文
を
読
ん
で
、
後
の
選
択
肢
か
ら

正
し
い
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

二
十
四
歳
の
時
に
発
表
し
た
『
鼻
』
が
夏
目
漱
石
に
激
賞
さ
れ
、
文
壇
に
華
々
し
く
登
場
し
た
こ
の
人
物
は
、
古
典
作
品
か

な
つ

め

そ
う
せ
き

ら
材
を
得
た
『
羅

生

門
』
の
他
に
、
『
杜
子

春

』
や
『
ト
ロ
ッ
コ
』
な
ど
、
数
多
く
の
作
品
を
残
し
て
い
る
。

ら

し
ょ
う
も
ん

と

し

し
ゅ
ん

ア

芥

川

龍

之
介

イ

島
崎
藤
村

ウ

川
端
康
成

エ

太
宰

治

オ

三
好
達
治

あ
く
た
が
わ
り
ゅ
う

の

す
け

し
ま
ざ
き
と
う
そ
ん

か
わ
ば
た
や
す
な
り

だ

ざ
い
お
さ
む

み

よ
し
た
つ

じ
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（
こ
の
ペ
ー
ジ
に
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
）
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二
次
は
、
河
﨑
秋
子
の
小
説
、
『
頸
、
冷
え
る
』
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

か
わ
さ
き
あ
き

こ

く
び

北
海
道
の
東
部
に
住
む
孝
文
は
、
亡
き
父
の
あ
と
を
継
い
で
、
丹
精
込
め
て
育
て
た
毛
皮
用
ミ
ン
ク
を
毛
皮
工
房
に
売
っ
て
生
計
を
立

た
か
ふ
み

て
て
い
る
青
年
で
あ
る
。
孝
文
の
元
に
は
、
近
所
の
酪
農
家
の
子
で
あ
る
久
美
子
（
小
学
四
年
生
）
と

修

平
（
小
学
一
年
生
）
が
よ
く

く

み

こ

し
ゅ
う
へ
い

遊
び
に
来
て
お
り
、
孝
文
は
こ
の
姉
弟
を
か
わ
い
が
っ
て
い
た
。
あ
る
秋
に
、
孝
文
は
毛
皮
の
魅
力
を
伝
え
た
い
思
い
か
ら
、
こ
の
姉
弟

に
ミ
ン
ク
の
毛
皮
で
で
き
た
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
。
す
る
と
二
人
は
大
変
喜
ん
で
家
に
帰
っ
て
い
っ
た
。

久
美
子
と
修
平
は
、
そ
の
後
し
ば
ら
く
孝
文
の
家
に
遊
び
に
来
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
霜
で
地
面
が
乾
き
、
根
雪
が
地
面
を
硬
く
占
め

（
注
１
）

（
注
２
）

て
は
じ
め
て
、

と
ミ
ン
ク
小
屋
に
や
っ
て
き
た
。
足
取
り
が
重
い
だ
け
で
な
く
、
ど
こ
か
顔
が
暗
い
。

「
あ
れ
。
前
に
や
っ
た
、
ミ
ン
ク
の
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
、
ど
う
し
た
？
」

「
あ
、
あ
れ
ね
」

目
を
合
わ
せ
な
い
ま
ま
、
久
美
子
は
ば
つ
が
悪
そ
う
に
下
を
向
い
て
言
っ
た
。

「
あ
た
し
の
、
黒
い
や
つ
は
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
に
捨
て
ら
れ
ち
ゃ
っ
た
の
」

「
捨
て
ら
れ
た
？
」

彼
ら
の
祖
母
は
い
つ
も
自
室
に
籠
っ
て
お
り
、
孝
文
は
直
接
会
っ
た
覚
え
が
な
い
。
二
人
の
話
か
ら
推
測
す
る
に
普
通
の
人
だ
と
思
っ

こ
も

て
い
た
の
だ
が
、
人
か
ら
貰
っ
た
物
を
捨
て
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
。
疑
問
に
思
っ
て
い
る
と
、
久
美
子
は
さ
ら
に
暗
い
声
で

呟

も
ら

つ
ぶ
や

い
た
。

「
毛
皮
の
も
の
な
ん
か
、
持
っ
て
ち
ゃ
駄
目
だ
っ
て
。
ろ
く
で
も
な
い
っ
て
」

ろ
く
で
も
な
い
。
思
わ
ぬ
言
葉
の
強
い
意
味
に
、
孝
文
の
思
考
は
凍
り
つ
い
た
。
取
り
繕
う
よ
う
に
、
修
平
が
「
あ
、
で
も
ね
」
と
無

理
に
明
る
い
声
を
出
す
。

「
Ⓐ
ぼ
く
の
白
い
の
は
ね
、
し
ま
っ
て
あ
る
か
ら
大
丈
夫
だ
よ
」
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「
①
ね
え
兄
ち
ゃ
ん
、
猫
の
木
っ
て
知
っ
て
る
？
」

顔
を
上
げ
た
久
美
子
が
、
ふ
い
に
奇
妙
な
こ
と
を
訊
い
て
き
た
。
そ
の
目
に
は
あ
る
種
の
怯
え
の
よ
う
な
揺
ら
ぎ
が
宿
っ
て
い
る
。

き

お
び

「
い
や
。
知
ら
な
い
。
何
さ
、
猫
の
木
っ
て
」

「
戦
争
や
っ
て
る
時
、
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
Ⓑ
ケ
ン
ペ
イ
さ
ん
と
村
長
さ
ん
の
命
令
で
、
飼
っ
て
る
猫
ば
差
し
出
し
た
ん
だ
っ
て
」

（
注
３
）

(

注
４)

戦
争
の
時
。
こ
の
子
達
は
ま
だ
産
ま
れ
て
い
な
い
頃
。
孝
文
の
父
親
が
、
大
陸
で
戦
っ
て
い
た
頃
の
こ
と
だ
。

た
ち

「
ど
こ
さ
、
そ
れ
。
ば
あ
ち
ゃ
ん
、
ど
こ
出
身
だ
の
」

「
札
幌
の
近
く
に
あ
る
ナ
ン
タ
ラ
っ
て
い
う
集
落
だ
っ
て
言
っ
て
た
。
猫
と
か
犬
、
神
社
の
前
に
あ
る
広
場
に
全
部
連
れ
て
来
さ
せ
ら
れ

さ
っ
ぽ
ろ

て
、
み
ん
な
殴
っ
て
殺
し
て
毛
皮
に
し
な
き
ゃ
い
け
な
か
っ
た
ん
だ
っ
て
。
お
国
の
た
め
に
っ
て
。
兵
隊
さ
ん
の
服
に
す
る
ん
だ
っ
て
」

Ⓒ
お
国
の
た
め
に
。
兵
隊
さ
ん
の
服
。
そ
の
た
め
に
毛
皮
を
。
孝
文
の
背
を
ぞ
わ
り
と
寒
気
が
這
う
が
、
久
美
子
の
話
を
止
め
ら
れ
ぬ
ま

は

ま
、
耳
を
傾
け
た
。
修
平
も
下
を
向
き
、
拳
を
握
り
締
め
て
そ
れ
を
聞
い
て
い
る
。

「
で
も
、
犬
だ
と
紐
引
っ
張
っ
て
く
か
ら
大
丈
夫
だ
け
ど
、
猫
は
無
理
矢
理
に
籠
に
押
し
込
ん
だ
り
、
抱
っ
こ
し
て
連
れ
て
行
っ
た
か
ら
、

ひ
も

む

り

や

り

か
ご

逃
げ
た
り
す
る
の
。
ひ
ょ
い
っ
て
。
そ
の
猫
達
が
境
内
の
木
に
登
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
だ
っ
て
。
何
匹
も
何
匹
も
。
木
の
上
の
ほ
う
に
登
っ
て

降
り
て
来
な
い
の
。
飼
い
主
も
、
ケ
ン
ペ
イ
さ
ん
も
、
み
ん
な
下
で
『
早
く
降
り
て
来
い
』
っ
て
怒
鳴
る
か
ら
、
よ
け
い
に
猫
は
降
り
て

来
な
い
の
」

「
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
猫
も
、
そ
の
中
に
い
た
の
か
」

「
う
ん
。
可
愛
が
っ
て
る
三
毛
だ
っ
た
っ
て
。
そ
れ
が
、
猫
の
木
に
登
っ
て
、
絶
対
に
降
り
て
来
な
く
て
、
そ
の
ま
ま
に
な
っ
た
っ
て
」

か

わ
い

「
Ⓓ
そ
う
か
…
…
」

孝
文
も
聞
い
た
こ
と
は
あ
っ
た
。
戦
争
中
、
子
ど
も
か
ら
老
人
ま
で
も
が
神
国
日
本
の
勝
利
を
信
じ
て
已
ま
ず
、
釜
か
ら
釘
ま
で
何
も

や

か
ま

く
ぎ

か
も
を
差
し
出
す
よ
う
要
求
さ
れ
て
い
た
あ
の
時
代
に
起
き
て
い
た
こ
と
を
。
学
校
や
各
家
庭
で
は
ウ
サ
ギ
を
飼
育
す
る
こ
と
が
推
奨
さ

れ
て
い
た
。
あ
の
、
ふ
わ
ふ
わ
で
柔
ら
か
で
可
愛
ら
し
い
生
き
物
を
な
る
べ
く
多
く
繁
殖
さ
せ
、
飼
育
せ
よ
と
の
号
令
が
下
さ
れ
た
。
肉

は
食
料
に
。
そ
し
て
毛
皮
は
北
の
戦
線
で
戦
う
兵
士
た
ち
の
戦
闘
服
に
使
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
。

実
際
、
孝
文
の
父
親
は
シ
ベ
リ
ア
の
戦
線
に
送
ら
れ
た
際
、
北
海
道
の
冬
な
ど
「
糞
ほ
ど
の
比
較
に
も
な
ら
な
い
」
ほ
ど
の
寒
さ
の
中
、

く
そ

毛
皮
を
内
側
に
張
っ
た
上
着
の
お
蔭
で
自
分
は
生
き
延
び
ら
れ
た
の
だ
と
信
じ
て
い
た
。

か
げ
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「
分
か
る
か
、
孝
文
。
寒
い
冬
の
朝
、
鼻
毛
が
凍
る
だ
ろ
う
。
で
も
シ
ベ
リ
ア
で
は
な
、
鼻
毛
だ
け
で
な
く
眉
毛
も
睫
毛
も
全
部
凍
る
。

ま
ゆ

げ

ま
つ

げ

そ
し
て
、
歯
が
痛
く
な
る
ん
だ
。
口
を
閉
じ
て
い
て
も
、
面
の
皮
ご
し
に
骨
も
歯
も
冷
え
て
い
く
。
あ
り
ゃ
あ
参
っ
た
。
前
歯
が
凍
っ
た

み
て
え
に
な
っ
て
、
ず
き
ず
き
痛
む
ん
だ
。
虫
歯
で
も
ね
え
の
に
。
で
も
そ
ん
な
時
、
上
着
の
襟
を
引
っ
張
っ
て
、
顔
に
当
て
ん
だ
」

え
り

温
か
く
燃
え
る
ス
ト
ー
ブ
の
近
く
で
、
僅
か
な
酒
を
舐
め
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
ど
こ
か
楽
し
げ
に
話
し
て
い
た
父
親
の
姿
を
孝
文
は
思

わ
ず

な

い
出
す
。

「
襟
の
内
側
に
は
動
物
の
毛
皮
が
張
っ
て
あ
っ
た
。
あ
り
ゃ
、
何
の
毛
だ
っ
た
ん
だ
ろ
う
な
。
ミ
ン
ク
で
な
い
の
は
確
か
だ
け
ど
、
柔
ら

か
く
て
、
あ
っ
た
か
く
て
な
あ
。
そ
ん
時
、
そ
の
毛
皮
が
当
た
っ
た
部
分
だ
け
は
、
シ
ベ
リ
ア
の
寒
さ
も
敵
わ
な
か
っ
た
。
結
局
、
俺
達

か
な

は
戦
争
に
負
け
た
よ
。
完
膚
な
き
ま
で
に
っ
て
や
つ
だ
。
外
国
に
も
、
日
本
国
民
全
員
が
望
ん
で
た
未
来
に
も
負
け
た
。
で
も
、
俺
の
襟

は
、
毛
皮
が
つ
い
た
あ
の
襟
だ
け
は
、
シ
ベ
リ
ア
に
負
け
な
か
っ
た
ん
だ
」

父
は
、
戦
線
で
嫌
に
な
る
ほ
ど
見
た
で
あ
ろ
う
血
の
話
は
し
な
か
っ
た
。
積
み
上
げ
ら
れ
た
と
い
う
敵
味
方
の
死
体
の
話
を
し
な
か
っ

た
。
た
だ
、
②
自
分
の
首
元
を
温
め
て
く
れ
た
何
か
の
獣
の
毛
皮
の
話
ば
か
り
を
し
て
い
た
。

終
戦
を
迎
え
、
ぼ
ろ
ぼ
ろ
に
な
っ
て
シ
ベ
リ
ア
か
ら
帰
還
し
、
孝
文
と
再
会
し
て
ミ
ン
ク
の
養
殖
を
志
し
た
父
の
動
機
は
そ
の
戦
時
体

験
に
根
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
因
果
関
係
が
直
接
彼
の
口
か
ら
語
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
。

そ
れ
で
も
、
そ
の
仕
事
の
真
摯
さ
と
誠
実
さ
、
そ
し
て
ミ
ン
ク
を
扱
う
際
の
丁
寧
さ
か
ら
、
孝
文
は
父
親
を
尊
敬
し
、
そ
の
技
術
を
し

し
ん

し

っ
か
り
学
ぼ
う
と
努
め
た
の
だ
っ
た
。
父
が
信
じ
た
道
だ
。
生
業
と
し
て
選
ん
だ
職
業
だ
。
孝
文
の
中
に
迷
い
は
な
い
。
③
そ
う
あ
り
た

か
っ
た
。

「
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
ね
、
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
見
て
、
言
っ
た
の
。
戦
争
も
終
わ
っ
た
っ
て
の
に
、
毛
皮
の
為
に
動
物
を
殺
生
す
る
な
ん
て
ろ
く

た
め

で
な
し
だ
。
も
う
遊
ん
だ
ら
い
け
ね
え
っ
て
」

「
ね
え
姉
ち
ゃ
ん
、
い
い
よ
も
う
、
や
め
よ
う
」

「
戦
争
終
わ
っ
た
の
に
、
も
う
猫
の
皮
剝
が
な
く
て
い
い
の
に
、
剝
ぐ
た
め
に
動
物
飼
う
意
味
は
な
い
っ
て
」

は

ど
ん
、
と
、
音
が
先
に
響
い
た
。

頭
で
考
え
る
よ
り
先
に
、
拳
が
手
近
な
壁
を
殴
っ
て
い
た
。
久
美
子
と
修
平
が
体
を
強
張
ら
せ
る
気
配
が
あ
っ
た
が
、
見
る
こ
と
は
で

こ
わ

ば
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き
な
か
っ
た
。
孝
文
は
下
を
向
い
た
ま
ま
、
低
い
声
で
唸
る
よ
う
に
口
を
開
く
。

う
な

「
Ⓔ
な
ん
も
。
婆
さ
ん
も
、
お
前
ら
も
、
な
ん
も
知
ら
ね
え
癖
に
、
何
様
だ
の
」

ば
あ

子
ど
も
相
手
だ
。
止
め
ろ
。
心
の
中
で
制
止
を
促
す
声
が
聞
こ
え
た
が
、
暗
い
声
が
喉
か
ら
湧
き
出
る
の
を
止
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

「
偉
そ
う
な
こ
と
を
言
っ
て
。
乳
や
肉
と
る
の
に
牛
ば
飼
う
の
と
、
毛
皮
と
る
の
に
ミ
ン
ク
飼
う
の
と
、
ど
こ
の
何
が
違
う
っ
ち
ゅ
う
ん

だ
！
」

語
尾
が
荒
ぶ
っ
た
直
後
に
、
二
人
は
小
屋
の
外
へ
と
駆
け
だ
し
た
。
し
ま
っ
た
、
と
火
照
っ
た
頭
が
冷
水
を
ぶ
っ
か
け
ら
れ
た
よ
う
に

ほ

て

冷
え
、
彼
ら
を
追
う
。
開
け
放
た
れ
た
戸
口
か
ら
外
に
出
る
と
、
久
美
子
と
修
平
が
自
宅
へ
の
道
を
走
っ
て
い
る
背
中
が
見
え
た
。
風
に

紛
れ
て
、
二
人
分
の
泣
き
声
が
聞
こ
え
て
く
る
。

「
…
ろ
く
で
な
し
、
か
…
」

急
に
全
身
が
力
を
失
い
、
孝
文
は
そ
の
場
に
し
ゃ
が
み
込
ん
だ
。
血
が
う
ま
く
回
ら
な
い
頭
の
中
で
、
過
去
に
生
き
た
人
間
の
価
値
観

と
自
分
の
信
念
と
が
ぐ
る
ぐ
る
回
る
。
④
い
く
ら
考
え
た
と
こ
ろ
で
答
え
の
尻
尾
を
捕
ま
え
ら
れ
る
は
ず
も
な
く
、
風
は
な
お
冷
た
く
吹

き
付
け
た
。

（
注
１
）
「
そ
の
後
」
…
…
孝
文
が
久
美
子
と
修
平
に
ミ
ン
ク
の
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
後
。

（
注
２
）
「
根
雪
」
…
…
長
期
積
雪
。

（
注
３
）
「
戦
争
」
…
…
太
平
洋
戦
争
。
こ
の
小
説
内
で
は
、
戦
後
十
五
年
が
経
過
し
て
い
る
。

（
注
４
）
「
ケ
ン
ペ
イ
」
…
…
「
憲
兵
」
の
こ
と
。
太
平
洋
戦
争
中
、
全
国
に
配
備
さ
れ
、
主
に
治
安
維
持
に
あ
た
っ
た
。
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問
１

本
文
中
の

に
入
る
言
葉
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

せ
か
せ
か

イ

ず
か
ず
か

ウ

お
め
お
め

エ

こ
そ
こ
そ

オ

と
ぼ
と
ぼ

問
２

線
部
「
ば
つ
が
悪
そ
う
に
」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

不
機
嫌
そ
う
に

イ

気
ま
ず
そ
う
に

ウ

こ
わ
そ
う
に

エ

悔
し
そ
う
に

オ

悲
し
そ
う
に
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問
３

線
部
①
「
ね
え
兄
ち
ゃ
ん
、
猫
の
木
っ
て
知
っ
て
る
？
」
と
あ
る
が
、
久
美
子
は
な
ぜ
「
猫
の
木
」
の
話
を
は
じ
め
た
と

考
え
ら
れ
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

「
猫
の
木
」
の
話
を
聞
き
、
毛
皮
の
生
産
を
生
業
に
し
て
い
る
孝
文
を
な
じ
ろ
う
と
思
っ
た
か
ら
。

イ

「
猫
の
木
」
に
話
題
を
変
え
て
、
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
の
件
で
孝
文
に
怒
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
か
ら
。

ウ

「
猫
の
木
」
に
つ
い
て
知
り
、
そ
の
知
識
を
孝
文
に
ひ
け
ら
か
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
。

エ

「
猫
の
木
」
の
話
で
、
祖
母
が
キ
ー
ホ
ル
ダ
ー
を
捨
て
た
理
由
を
伝
え
よ
う
と
思
っ
た
か
ら
。

オ

「
猫
の
木
」
の
話
は
、
祖
母
の
戦
争
体
験
と
し
て
後
世
に
語
り
継
い
で
い
く
べ
き
だ
と
思
っ
た
か
ら
。

問
４

線
部
②
「
自
分
の
首
元
を
温
め
て
く
れ
た
何
か
の
獣
の
毛
皮
の
話
」
と
あ
る
が
、
こ
の
話
か
ら
孝
文
は
、
毛
皮
の
ど
の
よ

う
な
点
を
、
そ
の
良
さ
と
し
て
感
じ
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。
説
明
せ
よ
。
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問
５

線
部
③
「
そ
う
あ
り
た
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
孝
文
は
ど
ん
な
思
い
で
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

猫
の
木
の
話
を
聞
い
て
、
自
分
の
仕
事
の
残
虐
性
に
目
を
向
け
ざ
る
を
え
な
く
な
り
、
自
分
の
信
念
に
揺
ら
ぎ
が
生
じ
て

し
ま
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
自
分
は
正
し
い
こ
と
を
し
て
い
る
と
信
じ
た
い
。

イ

猫
の
木
の
話
を
聞
い
て
、
自
分
の
仕
事
は
む
ご
た
ら
し
い
と
感
じ
、
久
美
子
た
ち
の
心
を
傷
つ
け
て
い
る
こ
と
を
情
け
な

く
思
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
毛
皮
の
良
さ
を
分
か
っ
て
も
ら
え
る
と
信
じ
た
い
。

ウ

猫
の
木
の
話
を
聞
い
て
、
自
分
の
仕
事
は
世
間
に
全
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
と
感
じ
、
こ
の
仕
事
を
よ
し
と
す
る
自

分
の
倫
理
観
に
自
信
が
な
く
な
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
自
分
は
真
っ
当
な
人
間
だ
と
信
じ
た
い
。

エ

猫
の
木
の
話
を
聞
い
て
、
自
分
の
仕
事
は
前
時
代
的
で
将
来
性
に
欠
け
て
い
る
と
思
い
、
父
の
あ
と
を
継
い
だ
こ
と
を
後

悔
し
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
こ
の
仕
事
で
豊
か
な
生
活
が
送
れ
る
よ
う
に
な
る
と
信
じ
た
い
。

オ

猫
の
木
の
話
を
聞
い
て
、
自
分
の
仕
事
は
本
心
か
ら
や
り
た
い
こ
と
で
は
な
い
と
気
付
き
、
今
ま
で
仕
事
に
費
や
し
た
時

間
を
無
駄
に
思
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
ま
だ
自
分
の
仕
事
に
は
何
か
魅
力
が
あ
る
と
信
じ
た
い
。
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問
６

線
部
④
「
い
く
ら
考
え
た
と
こ
ろ
で
答
え
の
尻
尾
を
捕
ま
え
ら
れ
る
は
ず
も
な
く
、
風
は
な
お
冷
た
く
吹
き
付
け
た
」
に

つ
い
て
、
次
の
⑴
・
⑵
の
問
い
に
答
え
よ
。

⑴

「
い
く
ら
考
え
た
と
こ
ろ
で
答
え
の
尻
尾
を
捕
ま
え
ら
れ
る
は
ず
も
な
く
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
孝
文
の
心
情
に
つ
い
て

説
明
し
た
次
の
文
の

ⅰ

・

ⅱ

を
指
示
に
従
っ
て
埋
め
、
説
明
を
完
成
さ
せ
よ
。

毛
皮
用
の
ミ
ン
ク
を
育
て
る
こ
と
は
、

ⅰ

十
字
以
内
で
考
え
る

こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
崇
高
な
仕
事
だ
と
思
う
一

つ
な

方
、「
猫
の
木
」
の
話
を
聞
い
た
こ
と
で
、
毛
皮
を
と
る
こ
と
は
、

ⅱ

五
字
以
内
で
考
え
る

こ
と
に
繋
が
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
。

⑵

こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

、
、
、
、
、
、
、

ア

孝
文
は
、
あ
ま
り
に
大
き
な
衝
撃
の
た
め
に
、
頭
も
身
体
も
う
ま
く
働
か
な
い
で
い
る
。

イ

孝
文
は
、
以
前
の
よ
う
に
前
向
き
な
気
持
ち
で
仕
事
に
向
き
合
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

ウ

孝
文
は
、
「
ろ
く
で
な
し
」
と
い
う
非
難
を
認
め
て
開
き
直
り
、
冷
徹
な
人
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

エ

孝
文
は
、
冷
た
い
風
も
あ
い
ま
っ
て
、
「
ろ
く
で
な
し
」
と
い
う
言
葉
を
よ
り
厳
し
い
も
の
に
感
じ
て
い
る
。

オ

孝
文
は
、
久
美
子
・
修
平
と
の
関
係
が
冷
え
切
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
し
て
い
る
。



- 17 -

問
７

線
部
Ⓐ
～
Ⓔ
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

Ⓐ
は
、
修
平
が
久
美
子
を
元
気
付
け
る
た
め
に
発
し
た
言
葉
で
あ
り
、
修
平
の
心
優
し
い
性
格
や
、
互
い
に
支
え
合
っ
て

生
き
る
姉
弟
の
結
束
を
想
起
さ
せ
る
。

イ

Ⓑ
は
、
久
美
子
が
「
村
長
さ
ん
」
と
は
異
な
り
「
ケ
ン
ペ
イ
さ
ん
」
に
つ
い
て
よ
く
分
か
っ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
表
現

で
、
こ
こ
か
ら
久
美
子
は
教
養
を
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
い
浅
は
か
な
人
物
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

ウ

Ⓒ
は
、「
猫
の
木
」
の
話
を
詳
し
く
伝
え
よ
う
と
す
る
久
美
子
の
姿
と
は
対
照
的
な
、
物
事
を
断
片
的
に
し
か
捉
え
ら
れ
ず

に
独
善
的
な
態
度
を
と
る
孝
文
の
姿
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
。

エ

Ⓓ
は
、
孝
文
が
「
猫
の
木
」
に
類
似
す
る
、
戦
時
中
の
日
本
で
実
際
に
あ
っ
た
話
を
既
に
知
っ
て
い
た
た
め
に
、
久
美
子

の
話
に
興
味
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。

オ

Ⓔ
は
、
孝
文
自
身
の
み
な
ら
ず
孝
文
の
父
の
こ
と
ま
で
も
、
久
美
子
や
そ
の
祖
母
に
一
方
的
に
非
難
さ
れ
た
こ
と
に
対
し

て
孝
文
が
強
い
怒
り
を
覚
え
た
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
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（
こ
の
ペ
ー
ジ
に
問
題
は
あ
り
ま
せ
ん
）
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三
次
は
、
『
浮
世
物
語
』
の
一
節
で
、
語
り
手
が
昔
の
人
（
＝
「
古
き
人
」
）
の
話
を
引
き
合
い
に
出
し
て
「
御
大
名
」
を
評
し
た
部

分
で
あ
る
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。
（
設
問
の
都
合
で
表
記
を
改
め
た
部
分
が
あ
る
）

「
今
は
む
か
し
、
あ
る
大
名
き
は
め
て
良
き
名
馬
を
も
と
め
て
、
『
①
我
が
一
大
事
の
先
途
見
る
べ
き
物
は
こ
の
馬
な
り
』
と
て
秘
蔵

（
注
１
）

せ

ん

ど

せ
ら
れ
、
馬
の
飼
料
と
て
、
米
・
豆
潤

沢
に
あ
て
が
は
れ
し
に
、
馬
飼
の
者
、
そ
れ
を
皆
耗
ぎ
て
お
の
れ
が
徳
と
し
、
馬
に
は
わ
づ
か

か
ひ

れ
う

じ
ゆ
ん
た
く

む
ま
か
ひ

へ

（
注
２
）

に
草
の
糜
と
も
し
き
ほ
ど
に
与
へ
て
飼
ひ
置
き
ぬ
。
案
の
ご
と
く
天
下
乱
れ
て

戦

に
及
ぶ
。
『
馬
を
秘
蔵
せ
し
は
こ
の
た
び
の
事
な
り
』

か
ゆ

い
く
さ

と
て
、
か
の
大
名
く
だ
ん
の
馬
に
め
さ
れ
し
に
、
馬
の
漢
も
こ
と
の
ほ
か
に
鈍
く
、
は
ね
を
ど
る
い
き
ほ
ひ
も
な
し
。
大
名

大

に
怒
り

（
注
３
）

お
ほ
い

て
、
『
②
か
か
る
用
に
も
立
た
ぬ
馬
と
は
思
ひ
も
よ
ら
ず
、
い
た
は
り
て
飼
は
せ
け
る
こ
と
よ
』
と
て
、
鞭
に
て
さ
ん
ざ
ん
に
打
ち
け
れ

む
ち

ば
、
こ
の
馬
、
人
の
ご
と
く
に
物
い
う
て
、
『
い
か
に
殿
も
よ
く
聞
き
給
へ
。
馬
飼
さ
ら
に
食
を
惜
し
み
て
、
腹
に
飽
く
ほ
ど
与
へ
た
る

じ
き

事
な
し
。
さ
る
ま
ま
に
力
も
弱
く
、
こ
こ
ろ
も
勇
ま
ず
、
道
も
行
か
れ
ず
』
と
つ
げ
侍
り
」
と
、
古
き
人
の
語
ら
れ
し
。

か
の
御
大
名
の
、
家
中
を
責
め
は
た
り
、
百
姓
を
こ
き
取
り
、
情
な
く
ふ
る
ま
ひ
給
ふ
を
、
家
中
の
者
は
、
「
浪
人
す
れ
ば
、
又
か
か

（
注
４
）

へ
ら
る
る
事
ま
れ
な
り
。
飢
ゑ
て
さ
へ
死
な
ず
は
力
及
ば
ず
」
と
思
ひ
て
、
堪
忍
は
い
た
せ
ど
も
、
ま
こ
と
の
一
大
事
に
の
ぞ
み
て
、

③
そ
の
御
大
名
に
思
ひ
つ
か
ず
、
か
の
名
馬
の
ご
と
く
に
用
に
立
た
ぬ
も
の
と
な
り
、
押
し
き
る
べ
き
戦
場
を
も
逃
げ
く
づ
し
て
、
味
方

の
利
を
失
は
す
る
や
う
に
な
ら
ん
事
、
目
の
前
に
見
え
た
れ
ど
も
、
「
④
後
は
後
、
今
は
今
、
当
座
の
徳
の
ゆ
く
こ
そ
よ
け
れ
」
と
思
し

お
ぼ

め
す
も
⑤
か
し
こ
し
や
。
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（
注
１
）
「
あ
る
大
名
」
…
…
「
御
大
名
」
と
は
別
の
、
昔
の
大
名
。

（
注
２
）
「
徳
」
…
…
財
産
。
利
益
。

（
注
３
）
「
馬
の
漢
も
こ
と
の
ほ
か
に
鈍
く
」
…
…
「
馬
は
全
く
元
気
が
な
く
」
の
意
。

（
注
４
）
「
家
中
」
…
…
家
臣
。

問
１

線
部
「
は
ね
を
ど
る
い
き
ほ
ひ
」
を
現
代
仮
名
遣
い
で
記
せ
。

問
２

線
部
①
「
我
が
一
大
事
の
先
途
見
る
べ
き
物
は
こ
の
馬
な
り
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中

か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

自
分
が
進
む
べ
き
道
を
見
失
っ
た
と
き
に
、
そ
の
行
く
先
を
示
し
て
く
れ
る
の
は
こ
の
馬
だ
ろ
う
。

イ

今
後
領
地
拡
大
の
た
め
の
戦
を
す
る
と
考
え
た
と
き
に
、
先
陣
に
ふ
さ
わ
し
い
の
は
こ
の
馬
と
聞
く
。

ウ

反
乱
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、
そ
の
見
た
目
で
相
手
を
震
え
上
が
ら
せ
る
の
は
こ
の
馬
に
違
い
な
い
。

エ

わ
が
大
名
家
が
幕
府
か
ら
断
絶
を
迫
ら
れ
た
と
き
に
、
そ
の
危
機
を
救
っ
て
く
れ
る
の
は
こ
の
馬
だ
。

オ

天
下
が
乱
れ
戦
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、
我
々
の
勝
利
を
決
定
づ
け
て
く
れ
る
の
は
こ
の
馬
で
あ
る
。
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問
３

線
部
②
「
か
か
る
用
に
も
立
た
ぬ
馬
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
を
踏
ま
え
て
具
体
的
に

説
明
せ
よ
。

問
４

線
部
③
「
そ
の
御
大
名
に
思
ひ
つ
か
ず
、
か
の
名
馬
の
ご
と
く
に
用
に
立
た
ぬ
も
の
と
な
り
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い

て
説
明
し
た
次
の
文
章
の

Ｘ

・

Ｙ

を
指
示
に
従
っ
て
埋
め
、
説
明
を
完
成
さ
せ
よ
。

「
そ
の
御
大
名
に
思
ひ
つ
か
ず
、
か
の
名
馬
の
ご
と
く
に
用
に
立
た
ぬ
も
の
と
な
り
」
と
は
、
家
臣
た
ち
が
御
大
名
に
対
し
て

Ｘ

自
分
で
考
え
る

を
抱
い
て
い
な
い
た
め
に
、「
古
き
人
」
の
話
に
出
て
く
る
名
馬
の
よ
う
に
役
に
立
た
な
く
な
る
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
原
因
は
、

Ｙ

次
の
中
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
る

に
あ
る
。

ア

あ
る
大
名
が
馬
飼
に
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
御
大
名
が
家
臣
に
俸
禄
を
多
く
与
え
す
ぎ
た
こ
と

ほ
う
ろ
く

イ

馬
飼
が
名
馬
に
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
御
大
名
が
家
臣
に
十
分
な
俸
禄
を
与
え
て
い
な
い
こ
と

ウ

あ
る
大
名
が
名
馬
に
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
御
大
名
が
家
臣
に
十
分
な
食
料
を
与
え
て
い
な
い
こ
と

エ

馬
飼
が
名
馬
に
抱
い
た
思
い
と
同
じ
よ
う
に
、
馬
が
家
臣
以
上
に
食
料
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
不
満

オ

名
馬
が
あ
る
大
名
に
抱
い
た
思
い
と
同
じ
よ
う
に
、
わ
ず
か
な
食
料
し
か
与
え
ら
れ
な
い
こ
と
へ
の
憎
し
み
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問
５

線
部
④
「
後
は
後
、
今
は
今
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
「
御
大
名
」
の
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
わ
か
る
か
。
具
体
的
に
説

明
せ
よ
。

問
６

線
部
⑤
「
か
し
こ
し
や
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

語
り
手
は
、
民
衆
を
犠
牲
に
し
て
で
も
財
政
を
良
く
し
よ
う
と
す
る
御
大
名
の
政
治
に
対
し
、
横
暴
だ
、
と
真
っ
向
か
ら

非
難
し
て
い
る
。

イ

語
り
手
は
、
財
政
よ
り
も
民
衆
の
支
持
を
重
視
す
る
御
大
名
の
考
え
に
対
し
、
賢
明
だ
と
思
わ
れ
る
、
と
肯
定
す
る
態
度

を
示
し
て
い
る
。

ウ

語
り
手
は
、
軍
備
の
た
め
に
厳
し
く
徴
収
を
続
け
る
御
大
名
に
対
し
、
知
恵
が
無
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
冷
た
い
態
度
で
言

い
放
っ
て
い
る
。

エ

語
り
手
は
、
悪
政
を
行
う
御
大
名
の
考
え
に
対
し
、
お
そ
れ
多
い
こ
と
よ
、
と
言
葉
の
上
で
は
敬
っ
て
い
る
が
実
は
皮
肉

を
言
っ
て
い
る
。

オ

語
り
手
は
、
一
見
悪
政
に
見
え
る
が
実
は
理
に
か
な
っ
た
政
治
を
行
う
御
大
名
に
対
し
、
恐
る
べ
き
頭
脳
だ
な
あ
、
と
絶

賛
し
て
い
る
。
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問
７

『
浮
世
物
語
』
は
、
近
世
（
江
戸
時
代
）
に
成
立
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
同
じ
近
世
に
成
立
し
た
作
品
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
よ
。

ア

枕
草
子

イ

源
氏
物
語

ウ

奥
の
細
道

エ

徒
然
草

オ

平
家
物
語


	20220128154704_00006
	R4 高校入試　国語　問題



