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国

語

（
四
枚
の
う
ち
の
一
枚
め
）

※

解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。
問
い
に
字
数
の
指
定
が
あ
る
場
合
は
句
読
点
や
記
号
も
一
字
に
数
え
て
解
答
す
る
こ
と
。

１
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
①
～
⑥
に
答
え
な
さ
い
。

「
時
間
ど
ろ
ぼ
う
」
と
い
う
言
葉
を
記
憶
し
て
い
る
読
者
は
多
い
だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
の
作

家
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
・
エ
ン
デ
作
『
モ
モ
』
に
出
て
く
る
言
葉
で
あ
る
。
時
間
貯
蓄
銀
行
か
ら
派

遣
さ
れ
た
灰
色
の
男
た
ち
に
よ
っ
て
、
人
々
の
時
間
が
盗
ま
れ
て
い
く
。
そ
れ
を
モ
モ
と
い

う
少
女
が
Ａ

カ
ツ
ヤ
ク
し
て
と
り
も
ど
す
。
そ
の
た
め
に
彼
女
が
と
っ
た
手
段
は
、
た
だ
相

手
に
会
っ
て
話
を
聞
く
こ
と
だ
っ
た
。
こ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
現
代
の
日
本
で
、
ま
す
ま
す

重
要
な
意
味
を
も
ち
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

時
間
と
は
記
憶
に
よ
っ
て
紡
が
れ
る
も
の
で
あ
る
。
か
つ
て
距
離
は
時
間
の
関
数
だ
っ
た
。

だ
か
ら
、
遠
い
距
離
を
旅
し
た
記
憶
は
、
か
か
っ
た
時
間
で
表
現
さ
れ
た
。
「
７
日
も
歩
い

て
着
い
た
国
」
と
い
え
ば
、
ず
い
ぶ
ん
遠
い
と
こ
ろ
へ
旅
を
し
た
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
間

に
出
会
っ
た
多
く
の
景
色
や
人
々
は
記
憶
の
な
か
に
時
間
の
ⓐ
経
過
と
と
も
に
な
ら
び
、
出

発
点
と
到
着
点
を
結
ぶ
物
語
と
な
っ
た
。

ⓑ

し
か
し
、
今
は
違
う
。
東
京
の
人
々
に
と
っ
て
飛
行
機
で
行
く
沖
縄
は
、
バ
ス
で
行
く

名
古
屋
よ
り
近
い
。
移
動
手
段
の
発
達
に
よ
っ
て
、
距
離
は
時
間
で
は
測
れ
な
く
な
っ
た
。

時
間
に
と
っ
て
代
わ
っ
た
の
は
費
用
で
あ
る
。
「
時
は
金
な
り
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
は
、

も
と
も
と
時
間
は
お
金
と
同
じ
よ
う
に
貴
重
な
も
の
だ
か
ら
大
切
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い

と
い
う
意
味
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
次
第
に
「
時
間
は
金
で
買
え
る
も
の
」
と
い
う
意
味
に

変
わ
っ
て
き
た
。
特
急
料
金
を
は
ら
え
ば
、
普
通
列
車
で
行
く
よ
り
時
間
を
短
縮
で
き
る
。

速
達
郵
便
は
普
通
郵
便
よ
り
も
料
金
が
高
い
し
、
航
空
便
は
船
便
よ
り
費
用
が
か
さ
む
。
同

時
に
、
距
離
も
時
間
と
同
じ
よ
う
に
金
に
換
算
さ
れ
て
話
題
に
上
る
よ
う
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
こ
れ
は
大
き
な
勘
違
い
を
生
む
も
と
と
な
っ
た
。
金
は
時
間
の
よ
う
に
記
憶
に

よ
っ
て
蓄
積
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
本
来
、
金
は
今
あ
る
可
能
性
や
価
値
を
、
Ｂ

劣
化
し

な
い
紙
幣
や
硬
貨
に
代
え
て
、
そ
れ
を
将
来
に
担
保
す
る
装
置
で
あ
る
。
い
わ
ば
時
間
を
止

め
て
、
そ
の
価
値
や
可
能
性
が
持
続
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
装
置
だ
。
し
か
し
、
実
は
そ

の
持
続
性
や
普
遍
性
は
危
う
い
約
束
事
や
予
測
の
上
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
今
の
価
値
が
将

来
も
変
わ
る
こ
と
な
く
続
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
っ
と
大
き
く
な
っ
た
り
、
ゼ
ロ
に
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
リ
ー
マ
ン
・
シ
ョ
ッ
ク
に
代
表
さ
れ
る
近
年
の
Ｃ

金
融
危
機
は
、
そ
の
こ

と
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。

時
間
に
は
決
し
て
金
に
換
算
で
き
な
い
側
面
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
が
成
長
す
る

に
は
時
間
が
必
要
だ
。
金
を
か
け
れ
ば
、
子
ど
も
の
成
長
を
物
質
的
に
豊
か
に
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
が
、
成
長
に
か
か
る
時
間
を
短
縮
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
時
間
が
紡

ぎ
だ
す
記
憶
を
金
に
換
算
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
だ
。
社
会
で
生
き
て
い
く
た
め
の
信
頼

を
金
で
買
え
な
い
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
信
頼
は
人
々
の
間
に
生
じ
た
優
し
い
記
憶
に
よ
っ

て
育
て
ら
れ
、
Ｄ

イ
ジ
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

人
々
の
信
頼
で
つ
く
ら
れ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
社
会
資
本
と
い
う
。
何
か
困
っ
た
問
題
が

起
こ
っ
た
と
き
、
ひ
と
り
で
は
解
決
で
き
な
い
事
態
が
生
じ
た
と
き
、
頼
れ
る
人
々
の
輪
が

社
会
資
本
だ
。
そ
れ
は
互
い
に
顔
と
顔
と
を
合
わ
せ
、
時
間
を
か
け
て
話
を
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
つ
く
ら
れ
る
。
そ
の
時
間
は
金
で
は
買
え
な
い
。
人
々
の
た
め
に
費
や
し
た
社
会
的
な

時
間
が
社
会
資
本
の
元
手
に
な
る
の
だ
。

ⓒ

私
は
そ
れ
を
、
野
生
の
ゴ
リ
ラ
と
の
生
活
で
学
ん
だ
。
ゴ
リ
ラ
は
い
つ
も
仲
間
の
顔
が

見
え
る
、
ま
と
ま
り
の
い
い

頭
前
後
の
群
れ
で
暮
ら
し
て
い
る
。
顔
を
見
つ
め
合
い
、
し

10

ぐ
さ
や
表
情
で
互
い
に
感
情
の
動
き
や
意
図
を
的
確
に
読
む
。
人
間
の
最
も
ま
と
ま
り
の
よ

い
集
団
の
サ
イ
ズ
も

～

人
で
、
共
鳴
集
団
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
サ
ッ
カ
ー
や
ラ
グ
ビ
ー

10

15

の
チ
ー
ム
の
よ
う
に
、
言
葉
を
用
い
ず
に
合
図
や
動
作
で
仲
間
の
意
図
が
読
め
、
ま
と
ま
っ

て
複
雑
な
動
き
が
で
き
る
集
団
で
あ
る
。
こ
れ
も
日
常
的
に
顔
を
合
わ
せ
る
関
係
に
よ
っ
て

築
か
れ
る
。
言
葉
の
お
か
げ
で
、
人
間
は
ひ
と
り
で
い
く
つ
も
の
共
鳴
集
団
を
つ
く
る
こ
と

が
で
き
た
。
で
も
、
信
頼
関
係
を
つ
く
る
に
は
視
覚
や
接
触
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

に
勝
る
も
の
は
な
く
、
言
葉
は
そ
れ
を
補
助
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

人
間
が
発
す
る
言
葉
は
個
性
が
あ
り
、
声
は
身
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
だ
が
、
文
字
は

言
葉
を
身
体
か
ら
引
き
離
し
、
劣
化
し
な
い
情
報
に
変
え
る
。
情
報
に
な
れ
ば
、
効
率
が
重

視
さ
れ
て
金
と
相
性
が
よ
く
な
る
。
現
代
の
危
機
は
そ
の
情
報
化
を
急
激
に
拡
大
し
て
し
ま

っ
た
こ
と
に
あ
る
と
私
は
思
う
。
本
来
、
身
体
化
さ
れ
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て

信
頼
関
係
を
つ
く
る
た
め
に
使
っ
て
き
た
時
間
を
、
今
私
た
ち
は
膨
大
な
情
報
を
読
み
、
発

信
す
る
た
め
に
費
や
し
て
い
る
。
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
や
チ
ャ
ッ
ト
を
使
っ
て
交
信
し
、
近
況

を
報
告
し
合
う
。
そ
れ
は
確
か
に
仲
間
と
会
っ
て
話
す
時
間
を
節
約
し
て
い
る
の
だ
が
、
果

た
し
て
そ
の
機
能
を
代
用
で
き
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

現
代
の
私
た
ち
は
、
一
日
の
大
半
を
パ
ソ
コ
ン
や
ス
マ
ホ
に
向
か
っ
て
文
字
と
つ
き
合
い

な
が
ら
過
ご
し
て
い
る
。
も
っ
と
、
人
と
顔
を
合
わ
せ
、
話
し
、
食
べ
、
遊
び
、
歌
う
こ
と

に
使
う
べ
き
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
こ
そ
が
、
モ
モ
が
ど
ろ
ぼ
う
た
ち
か
ら
と
り

も
ど
し
た
時
間
だ
っ
た
。
時
間
が
金
に
換
算
さ
れ
る
経
済
優
先
の
社
会
で
は
な
く
、
人
々
の

確
か
な
信
頼
に
も
と
づ
く
生
き
た
時
間
を
と
り
も
ど
し
た
い
と
切
に
思
う
。

（
出
典

山
極
壽
一
「
ゴ
リ
ラ
か
ら
の
警
告
『
人
間
社
会
、
こ
こ
が
お
か
し
い
』
」）

や
ま
ぎ
わ
じ
ゅ
い
ち

（
注
）
担
保

将
来
の
損
失
に
備
え
て
、
あ
ら
か
じ
め
補
う
用
意
を
し
て
お
く
こ
と
。

①

の
部
分
Ａ
、
Ｄ
を
漢
字
に
直
し
て
楷
書
で
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、

の
部
分
Ｂ
、

か
い
し
ょ

Ｃ
の
漢
字
の
読
み
を
書
き
な
さ
い
。

②

「
ⓐ

経
過
」
と
熟
語
の
構
成
が
異
な
る
も
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。

当
て
は
ま
る
も
の
を
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

蓄
積

イ

接
触

ウ

共
鳴

エ

節
約

③

「
ⓑ

し
か
し
、
今
は
違
う
」
と
あ
る
が
、
こ
の
部
分
に
つ
い
て
説
明
し
た
、
次
の
文
の

Ｘ

、

Ｙ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、

Ｘ

は
五
字
、

Ｙ

は

十
五
字
以
内
で
、
そ
れ
ぞ
れ
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

か
つ
て
は
か
か
っ
た
時
間
が
長
け
れ
ば
、
遠
い
距
離
を
移
動
し
た
こ
と
に
な
っ

た
が
、
現
在
は
移
動
手
段
の
発
達
に
よ
り
お
金
を
か
け
れ
ば

Ｘ

で
き
る
よ
う

に
な
り
、

Ｙ

と
い
う
こ
と
。

④

「
ⓒ

私
は
そ
れ
を
、
野
生
の
ゴ
リ
ラ
と
の
生
活
で
学
ん
だ
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
学
ん

だ
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、
三

十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

人
々
が
信
頼
の
輪
を
築
く
た
め
に
は
、

。

⑤

「
こ
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
現
代
の
日
本
で
、
ま
す
ま
す
重
要
な
意
味
を
も
ち
つ
つ
あ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」
と
あ
る
が
、
筆
者
の
主
張
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当

な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
文
章
全
体
を
踏
ま
え
て
、
一
つ
答
え
な
さ

い
。

ア

現
代
の
人
々
は
時
間
を
金
で
買
う
こ
と
が
で
き
る
と
信
じ
て
少
し
で
も
自
分
の
時
間

を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
、
今
後
「
時
間
が
盗
ま
れ
」
る
と
い
う
寓
話
が
現

実
の
も
の
と
な
っ
た
場
合
の
対
処
法
を
作
品
か
ら
学
ぶ
べ
き
だ
。

イ

現
代
の
人
々
は
無
駄
な
時
間
を
省
い
て
子
ど
も
の
成
長
を
促
す
こ
と
に
時
間
を
か
け

た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
、
「
時
間
貯
蓄
銀
行
」
の
よ
う
に
限
り
あ
る
時
間
を
必
要
な

と
き
の
た
め
に
貯
め
て
お
く
と
い
う
発
想
を
大
切
に
す
べ
き
だ
。

ウ

現
代
の
人
々
は
時
間
を
金
に
換
算
し
よ
う
と
す
る
ほ
ど
時
間
に
価
値
を
見
出
し
て
い

る
が
、
同
じ
こ
と
を
し
て
失
敗
し
た
「
灰
色
の
男
た
ち
」
を
教
訓
と
し
て
人
々
と
の

信
頼
関
係
を
育
む
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
生
活
す
る
べ
き
だ
。

エ

現
代
の
人
々
は
効
率
の
よ
さ
を
重
視
し
て
情
報
と
し
て
の
文
字
を
扱
う
こ
と
ば
か
り

に
時
間
を
費
や
し
て
い
る
が
、「
モ
モ
」
が
行
っ
た
よ
う
に
直
接
人
と
関
わ
っ
て
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
豊
か
な
時
間
を
と
り
も
ど
す
べ
き
だ
。

⑥

こ
の
文
章
の
表
現
の
特
色
と
そ
の
ね
ら
い
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
適
当
で
な
い
の

は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

「
時
は
金
な
り
」
と
い
う
こ
と
わ
ざ
の
意
味
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
か
を
紹
介
す

る
こ
と
で
、
時
間
に
対
す
る
人
々
の
考
え
方
の
変
化
を
強
調
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

イ

「
記
憶
」
に
「
時
間
が
紡
ぎ
出
す
」
「
優
し
い
」
と
い
う
修
飾
語
を
付
与
す
る
こ
と

で
、
人
々
が
時
間
を
か
け
て
関
わ
り
合
っ
た
記
憶
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
印
象
づ
け

て
い
る
。

ウ

「
声
・
身
体
」
と
「
文
字
・
情
報
」
と
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
で
、
身
体
を
介
さ
な
い

で
行
わ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
問
題
点
を
指
摘
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

エ

フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
や
チ
ャ
ッ
ト
と
い
う
現
代
の
情
報
発
信
の
手
段
を
話
題
に
出
す
こ

と
で
、
他
者
と
の
交
流
が
容
易
に
な
っ
た
現
状
に
対
し
肯
定
の
意
思
を
示
そ
う
と
し

て
い
る
。



「
早
苗
」
は
あ
る
事
情
か
ら
、
十
歳
の
息
子
「
力
」
と
二
人
で
日
本
各
地
を
転
々
と
し
、
現
在
は
別
府
市
で
仮
住
ま
い
を
し
て
い
る
。
温
か
い
砂
を
体
に
か
ぶ
せ
る
砂
湯
と
い
う

さ

な
え

ち
か
ら

観
光
施
設
で
砂
か
け
の
仕
事
を
始
め
た
「
早
苗
」
は
、「
マ
イ
ス
タ
ー
」
と
呼
ば
れ
る
「
安
波
」
た
ち
熟
練
者
と
の
力
の
差
を
感
じ
て
い
た
。
あ
る
日
、
目
の
不
自
由
な
女
性
と
そ
の

や
す
な
み

夫
が
砂
湯
を
訪
れ
た
が
、
時
計
を
目
視
で
き
な
い
女
性
は
、
時
間
を
計
る
目
安
が
何
も
な
い
環
境
を
気
に
し
て
い
た
。
こ
れ
に
続
く
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
①
～
⑤
に
答
え
な
さ
い
。

（
四
枚
の
う
ち
の
二
枚
め
）

２「
あ
の
…
…
っ
！
」

そ
の
時
、
早
苗
の
口
か
ら
咄
嗟
に
声
が
出
た
。

と
っ

さ

安
波
や
、
そ
の
場
に
い
た
砂
か
け
た
ち
が
一
斉
に
こ
ち
ら
を
見
る
。
勢
い
の
ま
ま
、
言
っ

て
し
ま
う
。

「
ⓐ

よ
け
れ
ば
私
、
歌
い
ま
し
ょ
う
か
」

「
え
ー
！
」

驚
き
の
声
は
お
客
さ
ん
た
ち
で
は
な
く
、
砂
か
け
た
ち
の
方
か
ら
上
が
っ
た
。
そ
れ
も
当

然
か
も
し
れ
な
い
。
口
に
し
た
早
苗
自
身
、
そ
ん
な
勇
気
が
出
た
こ
と
に
驚
い
て
い
る
。

し
か
し
、
想
像
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

早
苗
自
身
も
入
っ
た
経
験
が
あ
る
か
ら
わ
か
る
け
れ
ど
、
砂
湯
の
中
で
は
時
間
が
何
倍
も

長
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ
れ
が
気
持
ち
よ
く
感
じ
ら
れ
れ
ば
い
い
け
れ
ど
、
目
安
と
な
る
終
わ

り
の
時
間
が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
不
安
な
気
持
ち
に
な
る
か
も
し
れ
な
い

し
、
も
し
熱
く
な
っ
た
ら
、
そ
の
時
間
が
苦
痛
に
な
ら
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
せ
っ
か
く
砂

湯
に
来
た
の
に
そ
ん
な
ふ
う
に
は
思
っ
て
ほ
し
く
な
か
っ
た
。

「
ご
迷
惑
で
な
け
れ
ば
、
で
す
け
ど
」

苦
笑
し
な
が
ら
、
早
苗
が
言
う
。

「
こ
れ
で
も
私
、
若
い
頃
、
劇
団
に
い
た
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
。
舞
台
の
上
で
歌
っ
た
こ
と

も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
も
し
よ
け
れ
ば
、
好
き
な
歌
を
リ
ク
エ
ス
ト
し
て
く
だ
さ
い
。
あ

と
は
、
私
が
歌
詞
を
ち
ゃ
ん
と
わ
か
れ
ば
い
い
ん
で
す
け
ど
」

「

―
じ
ゃ
あ
、
あ
れ
は
、
ど
う
か
し
ら
」

奥
さ
ん
が
言
う
。
最
初
だ
け
、
歌
う
。

「
は
ー
る
を
愛
す
る
ひ
ー
と
ー
は
ー
、
っ
て
い
う
、
春
夏
秋
冬
の
こ
と
を
歌
っ
た
歌
」

「
あ
、『
四
季
の
歌
』
！
」

横
で
作
業
し
て
い
た
姫
野
が
言
う
。
そ
の
ま
ま
彼
女
が
「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
て
く
だ
さ
い

ね
ー
」
と
鋤
簾
を
そ
の
場
に
立
て
か
け
、
走
り
出
す
。

じ
ょ
れ
ん

タ
イ
ト
ル
は
知
ら
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
そ
の
歌
な
ら
早
苗
に
も
メ
ロ
デ
ィ
ー
と
だ
い
た
い

の
内
容
が
わ
か
っ
た
。
「
わ
か
り
ま
し
た
」
と
答
え
て
、
深
呼
吸
を
す
る
。
そ
の
間
に
、
姫

野
が
ぱ
っ
と
戻
っ
て
き
て
、
「
歌
詞
で
す
」
と
自
分
の
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
早
苗
の
手
に
渡

し
て
く
れ
る
。
検
索
し
て
く
れ
た
の
だ
ろ
う
。

早
苗
は
そ
れ
を
受
け
取
っ
て
小
さ
く
頷
き
、
そ
し
て
、
歌
い
出
し
た
。

う
な
ず

春
を
愛
す
る
人
は

心
清
き
人

す
み
れ
の
花
の
よ
う
な

ぼ
く
の
友
だ
ち

最
初
の
“
春
”
を
歌
っ
た
瞬
間
に
、
砂
か
け
の
同
僚
た
ち
が
息
を
呑
む
気
配
が
あ
っ
た
。

の

す
ご
い
、
う
ま
い
、
と
い
う
声
が
洩
れ
る
の
が
聞
こ
え
た
が
、
早
苗
は
努
め
て
気
に
し

も

Ａ
な
い
よ
う
に
す
る
。
知
り
合
い
の
前
で
は
当
然
照
れ
く
さ
さ
も
あ
る
が
、
舞
台
に
立
っ
て

い
た
頃
に
気
持
ち
を
合
わ
せ
て
い
く
。

夏
を
愛
す
る
人
は

心
強
き
人

岩
を
く
だ
く
波
の
よ
う
な

ぼ
く
の
父
親

秋
を
愛
す
る
人
は

心
深
き
人

愛
を
語
る
ハ
イ
ネ
の
よ
う
な

ぼ
く
の
恋
人

歌
う
途
中
か
ら
、
砂
湯
に
入
っ
て
い
た
奥
さ
ん
と
ご
主
人
の
表
情
が
柔
ら
か
く
な
っ
た
の

が
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
。
旦
那
さ
ん
の
方
も
、
今
は
目
を
閉
じ
て
い
る
。

だ
ん

な

ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
二
人
に
と
っ
て
は
何
か
思
い
出
の
あ
る
歌
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
奥

さ
ん
の
方
が
、
小
さ
な
声
で
、
早
苗
の
歌
う
声
に
合
わ
せ
て
「
…
…
ハ
イ
ネ
の
よ
う
な
」
と

一
緒
に
口
ず
さ
ん
で
く
れ
る
。
そ
の
声
が
届
い
た
の
か
、
旦
那
さ
ん
の
方
も
、
少
し
遅
れ
て
、

一
緒
に
歌
う
。

冬
を
愛
す
る
人
は

心
広
き
人

根
雪
を
と
か
す
大
地
の
よ
う
な

ぼ
く
の
母
親

重
な
る
歌
声
を
聞
き
な
が
ら
、
ⓑ

歌
詞
が
ふ
っ
と
、
早
苗
の
胸
を
打
っ
た
。

こ
の
歌
の
中
で
、
母
親
は
、
冬
に
登
場
す
る
の
だ
。

母
親
と
い
う
存
在
が
、
無
条
件
に
あ
た
た
か
い
も
の
だ
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、

き
っ
と
、
厳
し
い
寒
さ
を
歌
う
冬
に
出
て
く
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

不
思
議
な
も
の
だ
と
思
う
。
昔
、
こ
の
歌
を
聞
い
た
時
、
早
苗
は
、「
友
だ
ち
」
と
か
「
恋

人
」
の
言
葉
の
方
に
気
持
ち
が
向
い
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
「
父
親
」
と
「
母
親
」
は
、
当

然
、
自
分
に
と
っ
て
の
父
と
母
の
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

し
か
し
、
今
歌
う
と
、
考
え
る
の
は
力
の
こ
と
だ
。
歌
の
中
に
登
場
す
る
「
父
親
」
と
「
母

親
」
は
、
自
分
や
、
夫
の
こ
と
を
想
像
し
て
し
ま
う
。

目
の
前
の
、
こ
れ
か
ら
冬
に
向
か
う
で
あ
ろ
う
広
い
広
い
海
を
見
る
。
歌
声
が
、
そ
の
向

こ
う
に
見
え
る
、
白
い
太
陽
の
中
に
吸
い
込
ま
れ
て
い
く
よ
う
に
感
じ
た
。

秋
の
空
が
、
と
て
も
高
い
。

歌
い
終
え
る
と
、
姫
野
を
は
じ
め
と
す
る
、
他
の
砂
か
け
た
ち
が
び
っ
く
り
し
た
顔
の
ま

ま
、
早
苗
を
見
て
い
た
。
姫
野
が
胸
の
前
で
小
さ
く
手
を
合
わ
せ
、
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
だ
け
で

音
が
出
Ｂ
な
い
拍
手
を
す
る
。
他
の
み
ん
な
が
そ
れ
を
真
似
し
よ
う
と
す
る
気
配
が
あ
っ
た

と
こ
ろ
で
、
安
波
が
「
そ
ろ
そ
ろ
お
時
間
で
す
ね
」
と
、
砂
に
入
っ
た
二
人
に
言
っ
た
。

お
客
さ
ん
の
前
で
身
内
同
士
が
褒
め
合
う
よ
う
な
場
面
は
、
早
苗
と
し
て
も
見
せ
た
く
な

か
っ
た
。
第
一
、
照
れ
く
さ
い
。

そ
そ
く
さ
と
身
を
屈
め
、
安
波
を
手
伝
う
。
砂
を
払
っ
た
奥
さ
ん
が
砂
か
ら
起
き
る
時
、

「
失
礼
し
ま
す
」
と
腕
を
取
る
と
、
声
で
わ
か
っ
た
の
か
、
奥
さ
ん
が
「
あ
り
が
と
う
」
と

言
っ
て
く
れ
た
。

「
あ
な
た
、
と
て
も
上
手
ね
。
歌
手
に
な
れ
そ
う
。
驚
い
ち
ゃ
っ
た
」

「
そ
ん
な
…
…
。
と
ん
で
も
な
い
で
す
」

苦
笑
し
な
が
ら
言
う
と
、
彼
女
が
「
う
う
ん
」
と
首
を
振
る
。
見
る
と
、
頬
に
一
筋
、
涙

ほ
お

が
流
れ
た
よ
う
な
跡
が
見
え
て
、
早
苗
は
驚
い
た
。
彼
女
が
続
け
る
。

「
こ
の
歌
ね
、
私
、
本
当
に
大
好
き
な
の
」

あ
り
が
と
う
、
あ
り
が
と
う
、
と
早
苗
の
手
を
取
っ
て
、
何
度
も
言
う
。

砂
湯
か
ら
建
物
の
方
に
戻
り
、
内
湯
で
砂
を
完
全
に
落
と
す
の
を
手
伝
う
。
準
備
の
時
よ

り
安
波
も
早
苗
を
頼
り
に
し
て
く
れ
て
、
身
体
を
拭
く
の
も
着
替
え
る
の
も
、
早
苗
が
や
ら

せ
て
も
ら
っ
た
。
一
緒
に
歌
っ
た
、
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
だ
け
れ
ど
、
お
客
さ
ん

も
砂
湯
に
入
る
前
の
恐
縮
し
た
様
子
が
消
え
て
、
早
苗
の
手
に
す
ん
な
り
と
任
せ
て
く
れ
た
。

砂
湯
で
あ
た
た
ま
っ
た
お
か
げ
も
も
ち
ろ
ん
あ
る
だ
ろ
う
。
奥
さ
ん
の
白
か
っ
た
頬
に
赤

み
が
差
し
、
手
伝
っ
て
い
て
も
、
身
体
か
ら
は
ふ
ん
わ
り
と
し
た
熱
が
感
じ
ら
れ
る
。

ご
主
人
と
と
も
に
何
度
も
お
礼
を
言
い
な
が
ら
帰
っ
て
い
く
二
人
の
姿
が
車
に
消
え
て
い

く
ま
で
、
安
波
と
二
人
、
手
を
振
っ
て
見
送
っ
た
。

「
喜
ん
で
も
ら
え
て
よ
か
っ
た
で
す
ね
」

早
苗
が
言
う
と
、
安
波
が
頷
い
た
。

「
た
ま
に
ね
、
介
助
が
必
要
な
お
客
さ
ん
が
来
る
時
に
は
、
こ
げ
ん
や
っ
て
着
替
え
や
入
浴

ま
で
手
伝
う
こ
と
が
あ
る
ん
よ
。
せ
っ
か
く
来
た
ん
や
も
ん
。
入
っ
て
い
っ
て
ほ
し
い
よ
ね
」

安
波
が
早
苗
を
見
る
。
そ
し
て
笑
っ
た
。

「
早
苗
ち
ゃ
ん
、
あ
ん
た
し
っ
か
り
売
り
物
、
あ
る
や
な
い
の
」

「
え
？
」

「
砂
か
け
師
に
と
っ
て
の
一
人
一
芸
」

あ
、
と
思
う
。

だ
い
ぶ
前
に
マ
イ
ス
タ
ー
試
験
の
話
を
し
て
い
て
、
安
波
に
言
わ
れ
た
こ
と
だ
。
こ
こ
の

砂
か
け
師
た
ち
は
み
ん
な
、
何
か
一
人
一
芸
を
持
っ
て
い
る
。
砂
か
け
師
と
し
て
の
自
分
の

売
り
物
が
何
か
と
い
う
こ
と
を
、
考
え
て
お
く
よ
う
に
も
言
わ
れ
た
。

「
あ
げ
ん
歌
が
う
ま
い
な
ん
て
知
ら
ん
か
っ
た
わ
」
と
言
わ
れ
て
、
顔
が
上
げ
ら
れ
Ｃ
な
い

ほ
ど
、
今
更
恥
ず
か
し
く
な
る
。

「
単
に
カ
ラ
オ
ケ
が
う
ま
い
と
か
、
そ
う
い
う
う
ま
さ
と
違
う
ん
は
、
う
ち
に
だ
っ
て
わ
か

っ
た
よ
。
腹
式
呼
吸
っ
て
い
う
ん
？

お
な
か
か
ら
声
が
出
て
て
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
言
葉

が
は
っ
き
り
聞
こ
え
よ
っ
て
」

「
…
…
指
導
し
て
く
れ
た
演
出
家
が
、
厳
し
い
人
だ
っ
た
ん
で
す
」

言
い
な
が
ら
、
安
波
が
前
に
言
っ
て
い
た
言
葉
を
思
い
出
す
。

―
自
分
が
取
り
柄
や
と
思
っ
ち
ょ
ら
ん
よ
う
な
こ
と
で
も
、
他
の
人
か
ら
見
る
と
す
ご

い
っ
ち
ゅ
う
こ
と
が
あ
る
。

そ
う
聞
い
て
も
、
自
分
に
は
そ
ん
な
取
り
柄
は
何
も
Ｄ
な
い
と
、
今
の
今
ま
で
、
本
当
に

そ
う
思
っ
て
い
た
。

だ
け
ど
、
思
い
出
す
。
剣
会
の
中
で
、
誰
が
ど
の
役
を
す
る
、
と
い
う
、
役
者
に
合
わ
せ

た
あ
て
書
き
の
脚
本
を
鶴
来
が
書
く
時
、
早
苗
が
演
じ
る
役
に
は
必
ず
歌
の
シ
ー
ン
が
入
っ

つ
る

ぎ

て
い
た
。
歌
わ
せ
る
な
ら
早
苗
だ
、
と
厳
し
い
鶴
来
が
思
っ
て
く
れ
て
い
る
こ
と
が
伝
わ
り
、

そ
の
こ
と
が
と
て
も
嬉
し
く
、
誇
ら
し
か
っ
た
。

ⓒ

こ
ん
な
私
に
も
、
取
り
柄
は
あ
っ
た
の
だ
。

（
出
典

辻
村
深
月
「
青
空
と
逃
げ
る
」
）

つ
じ
む
ら

み

づ
き

①

の
部
分
Ａ
～
Ｄ
の
語
の
う
ち
、
他
の
三
つ
と
品
詞
が
異
な
る
も
の
は
ど
れ
で
す
か
。

一
つ
答
え
な
さ
い
。

②

「
ⓐ

よ
け
れ
ば
私
、
歌
い
ま
し
ょ
う
か
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
早
苗
」
の
心
情
を

説
明
し
た
次
の
文
の

Ｘ

、

Ｙ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、

Ｘ

は

文
章
中
か
ら
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。
ま
た
、

Ｙ

は
二
十
五
字

以
内
で
書
き
な
さ
い
。

砂
湯
に
入
る
と

Ｘ

こ
と
を
経
験
し
て
知
っ
て
い
る
た
め
、
目
の
不
自
由
な

奥
さ
ん
が

Ｙ

こ
と
を
案
じ
、
助
け
に
な
り
た
い
と
懸
命
に
な
っ
て
い
る
。

③

「
ⓑ

歌
詞
が
ふ
っ
と
、
早
苗
の
胸
を
打
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
説
明
し
た

も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

厳
し
い
寒
さ
を
歌
う
冬
の
歌
詞
に
母
親
の
あ
た
た
か
さ
が
見
出
せ
る
よ
う
に
辛
い
仕

事
の
中
に
も
喜
び
は
あ
る
と
気
づ
き
、
希
望
を
抱
い
た
と
い
う
こ
と
。

イ

あ
た
た
か
い
母
親
が
冬
の
歌
詞
に
登
場
す
る
こ
と
の
意
味
を
自
分
の
母
親
を
思
い
浮

か
べ
な
が
ら
解
釈
し
、
思
慕
の
念
が
わ
き
上
が
っ
た
と
い
う
こ
と
。

ウ

冬
の
歌
詞
に
出
て
く
る
あ
た
た
か
い
母
親
像
と
息
子
に
十
分
な
こ
と
を
し
て
や
れ
な

い
自
分
と
の
差
を
痛
感
し
、
悲
し
み
が
募
っ
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ

母
親
と
は
あ
た
た
か
い
も
の
だ
と
い
う
信
念
に
も
と
づ
い
た
冬
の
歌
詞
の
奥
深
さ
を

親
と
な
っ
た
今
初
め
て
感
じ
取
り
、
感
動
を
覚
え
た
と
い
う
こ
と
。

④

「
ⓒ

こ
ん
な
私
に
も
、
取
り
柄
は
あ
っ
た
の
だ
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
早
苗
」
に

つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、
三
十
五
字
以

内
で
書
き
な
さ
い
。

一
緒
に
歌
を
歌
っ
た
奥
さ
ん
が
自
分
に
心
を
開
い
て
く
れ
た
こ
と
や
、

こ
と
に
思
い
至
り
、
歌
こ
そ
が
自
分
の
取
り
柄
な
の
だ
と
認
め
て
い
る
。

⑤

こ
の
文
章
の
表
現
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
適
当
で
な
い
の
は
、
ア
～

エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

周
囲
の
人
の
気
配
や
表
情
を
描
写
し
て
い
く
こ
と
で
、
早
苗
の
歌
が
い
か
に
巧
み
で

あ
る
か
が
間
接
的
に
伝
わ
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て
い
る
。

イ

歌
詞
を
何
度
も
引
用
し
た
歌
の
場
面
の
丹
念
な
描
き
方
は
、
注
目
を
浴
び
る
こ
と
で

奮
い
立
つ
早
苗
の
一
面
を
強
調
す
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
。

ウ

早
苗
が
歌
い
な
が
ら
目
に
す
る
広
い
海
や
高
い
空
の
情
景
描
写
に
よ
り
、
早
苗
が
心

を
解
放
さ
せ
て
い
く
様
子
が
印
象
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

エ

気
さ
く
で
温
か
い
人
柄
を
感
じ
さ
せ
る
安
波
は
、
早
苗
が
自
分
と
向
き
あ
い
自
信
を

取
り
戻
す
た
め
の
鍵
と
な
る
人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。



（
四
枚
の
う
ち
の
三
枚
め
）

３
次
の
文
章
は
、
藤
原
定
家
が
編
纂
し
た
『
小
倉
百
人
一
首
』
に
関
す
る
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
④
に
答
え
な
さ
い
。

へ
ん
さ
ん

田
子
の
浦
に
う
ち
出
て
み
れ
ば
ⓐ

白
妙
の
ふ
じ
の
た
か
ね
に
雪
は
ふ
り
つ
つ

い
で

し
ろ
た
え

壮
大
な
景
色
を
詠
ん
だ
万
葉
集
を
出
典
と
す
る
和
歌
で
す
。
意
味
は
、

駿
河
の
国
の
田
子
の
浦
の
、
な
が
め
が
よ
い
と
こ
ろ
に
進
み
出
て
、
は
る
か
彼
方
を
見
渡

す
る

が

す
と
、
真
っ
白
な
富
士
山
の
高
嶺
に
、
今
も
雪
は
し
き
り
に
降
っ
て
い
る
こ
と
だ
。

た
か

ね

と
解
釈
で
き
ま
す
。

作
者
の
山
辺
赤
人
は
、
奈
良
時
代
、
柿
本
人
麻
呂
と
並
ぶ
「
歌
の
名
手
」
と
い
わ
れ
、『
万

葉
集
』
巻
第
十
七
の
三
九
六
九
番
歌
の
詞
書
に
は
、
こ
の
二
人
の
名
を
と
っ
て
、
和
歌
の
道

こ
と
ば
が
き

を
「
山
柿
の
門
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

さ
ん

し

こ
の
歌
は
、
そ
れ
に
恥
じ
な
い
ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
を
持
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
白

妙
の
続
く
田
子
の
浦
か
ら
富
士
山
を
眺
め
る
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
も
雄
大
で
す
し
、
す
ぐ
近

く
に
見
え
る
富
士
山
が
雪
化
粧
し
て
い
る
さ
ま
も
な
ん
だ
か
り
っ
ぱ
な
絵
を
見
て
い
る
よ
う

で
す
。

し
か
し
、
こ
の
歌
を
出
典
の
『
万
葉
集
』
と
比
べ
て
み
る
と
、
実
は
語
句
が
異
な
っ
て
い

る
の
で
す
。
原
文
で
は
、「
ま
す
ら
を
ぶ
り
」
（
男
っ
ぽ
い
様
子
）
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し

い
骨
太
な
調
べ
を
奏
で
て
い
ま
す
。
次
に
ⓑ

『
万
葉
集
』
版
を
記
し
て
お
き
ま
す
の
で
、
ち

ょ
っ
と
比
較
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。

田
子
の
浦
ゆ
う
ち
出
て
見
れ
ば
真
白
に
ぞ
富
士
の
高
嶺
に
雪
は
降
り
け
る

い
く
つ
か
違
い
が
あ
っ
た
で
し
ょ
う
？
「
田
子
の
浦
ゆ
」
の
「
ゆ
」
と
は
、
万
葉
集
時
代

の
言
葉
で
「
何
々
を
経
由
し
て
」
と
い
う
意
味
で
す
。
ま
た
「
白
妙
」
は
「
真
白
」
と
い
う
、

や
や
男
性
的
な
た
く
ま
し
さ
を
含
ん
だ
語
に
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、「
雪
は
降
り
け
る
」

は
、
余
韻
の
よ
う
な
効
果
を
あ
げ
て
い
る
「

ｃ

」
と
異
な
り
、
言
い
切
っ
た
感
じ
に
な

っ
て
い
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
ど
ち
ら
が
好
み
で
す
か
。

こ
の
よ
う
な
「
改
変
」
が
行
わ
れ
た
の
は
、
『
万
葉
集
』
と
は
異
な
る
定
家
独
自
の
新
古

今
調
主
義
に
よ
る
の
で
す
。
げ
ん
に
、
定
家
が
選
ん
だ
『
新
古
今
和
歌
集
』
に
も
入
っ
て
い

る
こ
の
歌
は
、
そ
の
時
点
で
「
改
変
」
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
す
か
ら
。
定
家
の
頭
に
は
、

万
葉
調
の
、
少
し
ご
つ
ご
つ
し
た
響
き
よ
り
、
余
韻
の
残
る
新
古
今
調
の
方
が
勝
っ
て
い
る

と
い
う
観
念
が
あ
り
、
百
人
一
首
を
編
纂
す
る
と
き
、
お
そ
ら
く
迷
わ
ず
に
『
新
古
今
和
歌

集
』
の
歌
形
を
選
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
出
典

田
中
貴
子
「
古
典
が
も
っ
と
好
き
に
な
る
」）

た

な
か
た
か

こ

①

「
ⓐ

白
妙
の
」
は
枕
詞
で
あ
る
が
、
枕
詞
と
修
飾
さ
れ
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
正

し
い
も
の
は
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

「
く
さ
ま
く
ら
」
と
「
黒
」

イ

「
た
ら
ち
ね
の
」
と
「
旅
」

ウ

「
ち
は
や
ぶ
る
」
と
「
神
」

エ

「
ひ
さ
か
た
の
」
と
「
母
」

②

「
ⓑ

『
万
葉
集
』
版
を
記
し
て
お
き
ま
す
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
『
万
葉
集
』
の
和
歌

を
引
用
し
た
意
図
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ

答
え
な
さ
い
。

ア

時
代
と
と
も
に
日
本
語
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
を
、
同
じ
助
詞
が
別
の
意
味
を
表

す
例
を
用
い
て
説
明
す
る
た
め
。

イ

奈
良
時
代
の
特
徴
で
あ
る
雄
大
な
自
然
の
描
写
が
百
人
一
首
に
引
き
継
が
れ
て
い
る

こ
と
を
、
例
を
挙
げ
て
示
す
た
め
。

ウ

百
人
一
首
と
出
典
の
和
歌
と
の
間
に
表
現
や
印
象
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
、
語
句
の

比
較
を
通
し
て
説
明
す
る
た
め
。

エ

歌
の
名
手
と
讃
え
ら
れ
る
二
人
に
対
す
る
筆
者
の
敬
意
を
、
二
人
の
和
歌
を
並
べ
る

た
た

こ
と
で
強
調
す
る
た
め
。

③

ｃ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、
和
歌
の
中
か
ら
四
字
で
抜
き
出
し
て
答

え
な
さ
い
。

④

次
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
中
学
生
が
書
い
た
、
百
人
一
首
に
つ
い
て
の
感
想
文
で
あ

る
。

Ｘ

、

Ｙ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
言
葉
を
、

Ｘ

は
二
字
で
文
章
中

か
ら
抜
き
出
し
、

Ｙ

は
三
字
で
考
え
て
書
き
な
さ
い
。

『
小
倉
百
人
一
首
』
に
は
、
編
纂
さ
れ
た
時
代
か
ら
約
五
百
年
も
前
の
『
万
葉
集
』

か
ら
和
歌
が
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
驚
い
た
。
さ
ら
に
、
古
い
和
歌
の
表
現

を

Ｘ

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
定
家
は
、
和
歌
に
対
す
る
自
分
な
り
の

Ｙ

を

持
っ
て
い
た
と
筆
者
は
述
べ
て
い
る
。
定
家
の
こ
だ
わ
り
が
、
歌
集
全
体
に
定
家
ら

し
さ
を
与
え
て
い
る
と
気
づ
き
、
編
纂
者
に
焦
点
を
当
て
て
歌
集
を
味
わ
う
こ
と
の

面
白
さ
を
知
る
こ
と
が
出
来
た
。

４
中
学
二
年
生
の
吉
田
さ
ん
と
南
さ
ん
の
ク
ラ
ス
で
は
、
来
年
度
入
学
す
る
予
定
の
小
学
六
年
生
を
歓
迎
す
る
計
画
に
取
り
組
ん
だ
。
次
は
、
小
学
生
に
対
し
て
実
施
し
た
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
に
基
づ
き
、
吉
田
さ
ん
の
班
と
南
さ
ん
の
班
が
そ
れ
ぞ
れ
立
案
し
た
企
画
を
発
表
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
発
表
内
容
を
読
ん
で
、
①
～
③
に
答
え
な
さ
い
。

【
吉
田
さ
ん
の
発
表
】

【
南
さ
ん
の
発
表
】

①

【
南
さ
ん
の
発
表
】
が
論
理
的
な
も
の
と
な
る
た
め
に
、

Ｘ

に
入
れ
る
の
に
最

も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

中
学
生
の
様
子
を
知
る
機
会
が
な
い

イ

年
長
者
と
話
す
の
に
慣
れ
て
い
な
い

ウ

勉
強
を
教
え
て
も
ら
う
手
段
が
な
い

エ

小
学
生
の
思
い
を
伝
え
ら
れ
な
い

②

【
吉
田
さ
ん
の
発
表
】
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
適
当
で
な
い
の
は
、

ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

企
画
提
案
の
根
拠
と
具
体
的
な
取
り
組
み
内
容
を
順
序
立
て
て
説
明
し
て
い
る
。

イ

聞
き
手
に
語
り
か
け
て
、
企
画
内
容
に
共
感
を
得
ら
れ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。

ウ

企
画
の
ポ
イ
ン
ト
と
利
点
に
つ
い
て
聞
き
手
に
伝
わ
る
よ
う
に
工
夫
し
て
い
る
。

エ

先
を
見
据
え
、
企
画
の
実
施
後
に
期
待
で
き
る
効
果
に
つ
い
て
も
説
明
し
て
い
る
。

③

吉
田
さ
ん
の
班
の
企
画
を
採
用
し
、
分
担
し
て
「
Ｑ
＆
Ａ
カ
ー
ド
」
を
作
成
す
る
こ
と

に
し
た
。
資
料
Ⅰ
～
資
料
Ⅲ
は
そ
れ
ぞ
れ
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、「
Ｑ
＆
Ａ
カ
ー
ド
」
の
作
成
を
企
画
し
ま
し
た
。

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
を
見
る
と
、
小
学
生
は
中
学
校
生
活

に
対
し
て
不
安
感
が
強
い
よ
う
で
す
。
そ
こ
で
、
中
学
一
年
生

か
ら
体
験
談
を
聞
き
取
り
、
そ
れ
を
も
と
に
小
学
生
に
ア
ド
バ

イ
ス
す
れ
ば
よ
い
と
考
え
ま
し
た
。
カ
ー
ド
形
式
に
し
た
の
は
、

直
接
話
を
す
る
よ
り
も
落
ち
着
い
て
読
む
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、

手
元
に
残
し
て
い
つ
で
も
気
軽
に
見
返
せ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
企
画
に
よ
り
、
前
向
き
な

気
持
ち
を
も
っ
て
入
学
し
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

【吉田さん】

私
た
ち
は
、
中
学
校
紹
介
ビ
デ
オ
の
鑑
賞
会
を
企
画
し
ま
し

た
。
み
な
さ
ん
、
小
学
生
だ
っ
た
頃
の
自
分
を
思
い
出
し
て
く

だ
さ
い
。
中
学
校
生
活
が
ど
ん
な
も
の
か
想
像
で
き
て
い
ま
し

た
か
。
特
に
兄
や
姉
が
い
な
い
人
に
と
っ
て
は
、

Ｘ

の

が
現
状
で
す
。
私
た
ち
は
こ
の
点
に
着
目
し
て
話
し
合
っ
た
結

果
、
今
回
の
企
画
を
思
い
つ
き
ま
し
た
。
「
百
聞
は
一
見
に
し
か
ず
」
と
言
い
ま
す
。
あ

る
中
学
生
の
一
日
や
部
活
動
の
様
子
な
ど
を
撮
影
し
、
小
学
生
に
見
て
も
ら
う
こ
と
を
提

案
し
ま
す
。

【南さん】

条

件

資
料
Ⅲ
が
小
学
生
の
不
安
を
解
消
す
る
も
の
と
な
る
よ
う
、
資
料
Ⅰ
と
資
料
Ⅱ
を
踏
ま
え

て
、

Ｙ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
内
容
を
、
条
件
に
従
っ
て
五
十
字
以
上
七
十
字
以
内

で
書
き
な
さ
い
。

資
料
Ⅰ

資
料
Ⅱ

資
料
Ⅲ

◎アンケート調査の結果

「中学校生活について心配なこと」

○勉強が難しくなること

○先輩との関係

○他の小学校出身者との関係

○部活動の大変さ
Ｑ．勉強と部活動の両立が
できるかどうか心配です。
どうすればよいですか。

Ａ．両立のためには、
Ｙ 。

Q & A カード

資
料
Ⅰ
【
小
学
六
年
生
に
対
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
結
果
の
一
部
】

資
料
Ⅱ
【
中
学
一
年
生
か
ら
の
聞
き
取
り
メ
モ
の
一
部
】

資
料
Ⅲ
【
作
成
中
の
「
Ｑ
＆
Ａ
カ
ー
ド
」
の
一
部
】

１

二
文
で
書
き
、
一
文
目
は
解
答
欄
の
書
き
出
し
に
続
く
形
に
す
る

こ
と
。

２

資
料
Ⅱ
の
情
報
を
用
い
て
、
小
学
生
に
伝
わ
り
や
す
い
よ
う
に
表

現
す
る
こ
と
。

中
学
一
年
生
か
ら
の
聞
き
取
り
メ
モ

○
入
学
後
の
オ
リ
エ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
や
部
活
動
体
験
の
後

で
部
活
動
を
選
ん
だ
。

○
教
科
ご
と
に
先
生
が
違
う
の
で
、
授
業
の
受
け
方
に
関

す
る
説
明
を
し
っ
か
り
聞
い
た
。

○
授
業
で
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
は
そ
の
日
の
う
ち
に

先
生
に
質
問
し
た
。

○
部
活
動
を
通
じ
て
先
輩
や
他
の
小
学
校
か
ら
来
た
人
と

も
す
ぐ
に
仲
良
く
な
れ
た
。

○
中
学
生
は
放
課
後
も
忙
し
く
な
る
が
、
宿
題
と
予
習
は

欠
か
さ
ず
や
っ
た
。


