
【
注
意
事
項
】

１
　
審
査
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
，
こ
の
問
題
冊
子
の
中
を
見
な
い
で
く
だ
さ
い
。

２
　
解
答
用
紙
（
マ
ー
ク
シ
ー
ト
）
は
２
枚
あ
り
ま
す
。
切
り
離
さ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

３
　
解
答
用
紙
（
マ
ー
ク
シ
ー
ト
）
は
，
２
枚
そ
れ
ぞ
れ
に
下
記
に
従
っ
て
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

○
　
記
入
は
，
H
B
の
鉛
筆
を
使
用
し
，
該
当
す
る

の
枠
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
丁
寧

に
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

　
	

マ
ー
ク
例
	
（
良
い
例
）

	
	

（
悪
い
例
） 　
　
　
　
　

○
　
訂
正
す
る
場
合
は
，
消
し
ゴ
ム
で
完
全
に
消
し
て
く
だ
さ
い
。

○
　
氏
名
，
受
審
す
る
教
科
・
科
目
，
受
審
種
別
，
受
審
番
号
を
，
該
当
す
る
欄
に
記
入
し
て
く

だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
ま
た
，
併
せ
て
，
右
の
例
に
従
っ
て
，
受
審
番
号
を
			

　
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

※
　
正
し
く
マ
ー
ク
（
正
し
い
選
択
問
題
へ
の
解
答
及
び

　
マ
ー
ク
）
し
て
い
な
い
と
，
正
確
に
採
点
さ
れ
ま
せ
ん

　
の
で
，
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

	　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
	

記
入
例

		
	

（
受
審
番
号
１
２
３
４
５
の
場
合
）

４
　
こ
の
問
題
は
，【
共
通
問
題
】，
及
び
【
選
択
問
題
　
中
学
校
・
高
等
学
校
】，【

選
択
問
題
　
中

学
校
】，【

選
択
問
題
　
高
等
学
校
】，【

選
択
問
題
　
特
別
支
援
学
校
】
の
各
問
題
か
ら
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
選
択
問
題
で
受
審
種
別
以
外
の
問
題
を
選
択
し
て
解
答
し
た
場
合
，
解
答
は
全
て
無

効
と
な
り
ま
す
。

５
　
解
答
は
，
解
答
用
紙
（
マ
ー
ク
シ
ー
ト
）
の
解
答
欄
を
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
例
え
ば
，	解

答
記
号

ア
と
表
示
の
あ
る
問
い
に
対
し
て
b
と
解
答
す
る
場
合
は
，
下
の
（
例
）
の
よ

う
に
ア
の
解
答
欄
の

を
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

（
例
）

　
　
な
お
，
一
つ
の
解
答
欄
に
対
し
て
，
二
つ
以
上
マ
ー
ク
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

６
　
筆
記
審
査
（
専
門
教
養
）
が
終
了
し
た
後
，
解
答
用
紙
（
マ
ー
ク
シ
ー
ト
）
の
み
回
収
し
ま
す
。

監
督
者
か
ら
指
示
が
あ
れ
ば
，
こ
の
問
題
冊
子
を
，
各
自
，
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

令
和
６
年
度
（
令
和
５
年
度
実
施
）

高
知
県
公
立
学
校
教
員
採
用
候
補
者
選
考
審
査

筆
記
審
査
（
専
門
教
養
）

中
学
校
　
高
等
学
校
　
特
別
支
援
学
校
　
中
学
部
・
高
等
部

国
語

受
審
番
号

氏
　
　
名





二
九
の
一

【
共
通
問
題
】

第
１
問　

次
の
１
～
４
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

１　

次
の
⑴
～
⑷
の
傍
線
部
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
あ
と
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

一
つ
選
び
な
さ
い
。

⑴　

お
正
月
に
家
族
で
神
社
に
サ
ン
ケ
イ
し
た
。

ア

a　

群
馬
県
で
は
江
戸
時
代
か
ら
さ
か
ん
に
ヨ
ウ
サ
ン
が
行
わ
れ
て
い
た
。

b　

依
頼
を
う
け
た
と
き
に
ダ
サ
ン
が
働
い
た
。

c　

ア
ン
ケ
ー
ト
を
見
る
と
、
否
定
的
な
意
見
が
サ
ン
ケ
ン
さ
れ
る
。

d　

事
故
現
場
は
セ
イ
サ
ン
を
極
め
た
。

e　

先
行
研
究
を
サ
ン
コ
ウ
に
し
て
論
文
を
書
く
。

⑵　

そ
の
展
覧
会
は
県
と
市
が
キ
ョ
ウ
サ
イ
し
た
。

イ

a　

シ
ョ
サ
イ
で
国
語
の
調
べ
物
を
す
る
。

b　

ボ
ン
サ
イ
の
松
を
大
事
に
育
て
る
。

c　

小
説
の
原
稿
を
電
話
で
サ
イ
ソ
ク
す
る
。

d　

家
庭
サ
イ
エ
ン
で
ト
マ
ト
を
育
て
る
。

e　

自
動
車
ロ
ー
ン
を
全
額
ヘ
ン
サ
イ
し
た
。

⑶　

家
計
を
イ
ジ
す
る
た
め
に
働
く
。

ウ

a　

デ
ー
タ
に
サ
ク
イ
の
跡
が
見
ら
れ
る
。

b　

交
渉
の
権
限
を
彼
に
イ
ニ
ン
す
る
。

c　

彼
女
の
理
論
は
入
念
な
調
査
に
イ
キ
ョ
し
て
い
る
。

d　

こ
の
食
品
に
は
食
物
セ
ン
イ
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
。

e　

国
体
で
キ
ョ
ウ
イ
的
な
記
録
を
た
た
き
出
し
た
。

⑷　

正
装
し
て
イ
ギ
を
正
す
。

エ

a　

社
会
の
ギ
ゼ
ン
と
戦
う
。

b　

決
定
に
コ
ウ
ギ
を
す
る
。

c　

虫
が
枯
れ
葉
に
ギ
タ
イ
す
る
。

d　

小
説
を
ギ
キ
ョ
ク
化
す
る
。

e　

結
婚
式
の
シ
ュ
ウ
ギ
を
渡
す
。



二
九
の
二

２　

次
の
⑴
・
⑵
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

熟
語
の
読
み
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

オ

a　

漸ざ
ん

次じ　
　
　

b　

鞭べ
ん

撻た
つ　

　
　

c　

領り
ょ
う

袖し
ゅ
う　

　
　

d　

補ほ

塡て
ん　

　
　

e　

帰き

趨す
う

⑵　
「
釈
」
と
い
う
漢
字
を
構
成
す
る
部
首
「
釆
」
の
名
称
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の

中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

カ

a　

す
き
へ
ん

b　

の
ご
め
へ
ん

c　

い
の
こ
へ
ん

d　

の
ぎ
へ
ん

e　

む
じ
な
へ
ん

３　

次
の
⑴
・
⑵
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

四
字
熟
語
と
そ
の
意
味
と
し
て
適
切
で
な
い
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

キ

a　

韋
編
三
絶　

→　

書
物
の
綴
じ
目
が
と
れ
る
く
ら
い
、
何
度
も
読
書
す
る
こ
と
。

b　

夏
炉
冬
扇　

→　

夏
の
火
鉢
、
冬
の
扇
子
の
よ
う
に
、
無
用
の
も
の
の
こ
と
。

c　

行
雲
流
水　

→　

心
の
平
静
を
乱
す
も
の
が
な
く
、
静
か
な
心
境
で
い
る
こ
と
。

d　

一
陽
来
復　

→　

悪
い
こ
と
が
続
い
た
あ
と
、
幸
運
に
向
か
う
こ
と
。

e　

岡
目
八
目　

→　

第
三
者
の
ほ
う
が
、
当
事
者
よ
り
事
の
真
相
が
よ
く
わ
か
る
こ
と
。

⑵　

慣
用
句
の
使
い
方
と
し
て
適
切
で
な
い
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ク

a　

今
年
の
突
然
の
大
雪
は
、
多
く
の
市
民
の
足
を
奪
っ
た
。

b　

こ
の
仕
事
量
は
新
人
の
彼
で
は
き
っ
と
手
に
余
る
だ
ろ
う
。

c　

彼
女
は
虫
も
殺
さ
な
い
よ
う
な
顔
つ
き
で
、
平
然
と
き
つ
い
こ
と
を
言
う
。

d　

あ
の
コ
ン
ビ
ニ
の
店
員
は
、
い
つ
も
木
で
鼻
を
く
く
っ
た
よ
う
な
対
応
を
す
る
。

e　

こ
の
道
は
曲
が
り
く
ね
っ
て
い
る
の
で
、
ド
ラ
イ
バ
ー
は
気
が
置
け
な
い
。



二
九
の
三

４　

次
の
⑴
・
⑵
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

次
の
各
文
の
傍
線
部
「
で
も
」
に
つ
い
て
、
類
推
の
用
法
で
使
わ
れ
て
い
る
副
助
詞
を
、
次
の�

ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ケ

a　

彼
は
選
手
だ
が
コ
ー
チ
で
も
あ
る
。

b　

時
間
が
あ
る
な
ら
、
コ
ー
ヒ
ー
で
も
飲
み
ま
し
ょ
う
。

c　

何
回
呼
ん
で
も
返
事
が
な
い
。

d　

そ
の
知
識
な
ら
、
子
ど
も
で
も
知
っ
て
い
る
。

e　

特
急
に
乗
る
前
に
、
新
聞
で
も
買
う
と
し
よ
う
。

⑵　

次
の
各
文
の
傍
線
部
「
だ
」
に
つ
い
て
、
断
定
の
用
法
で
使
わ
れ
て
い
る
助
動
詞
を
、
次
の
ａ
～

ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

コ

a　

今
日
は
と
て
も
い
い
天
気
だ
。

b　

昨
日
は
た
く
さ
ん
お
茶
を
飲
ん
だ
。

c　

新
し
く
買
っ
た
冷
蔵
庫
は
と
て
も
便
利
だ
。

d　

一
生
懸
命
走
っ
た
。
だ
が
、
電
車
に
乗
り
遅
れ
た
。

e　

昨
日
こ
の
店
は
大
繁
盛
だ
っ
た
よ
う
だ
。



二
九
の
四第

２
問　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。



二
九
の
五

　

　
　　　　

　
　　　

　
　　　　

�

（
戸
谷
洋
志
『
未
来
倫
理
』
に
よ
る
）

１　

次
の
文
は
、
文
章
中
の
【
Ａ
】
～
【
Ｅ
】
の
ど
こ
に
置
く
の
が
よ
い
か
。
最
も
適
切
な
箇
所
を
、
あ

と
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

　

つ
ま
り
、
自
然
の
観
察
そ
の
も
の
は
、
あ
と
で
そ
れ
を
技
術
に
使
う
か
ど
う
か
と
は
無
関
係
に
行
う

こ
と
が
で
き
る
。
自
然
の
観
察
に
と
っ
て
、
そ
の
成
果
を
技
術
に
使
う
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
あ

く
ま
で
も
「
お
ま
け
」
に
過
ぎ
な
い
。

a　
【
Ａ
】　　

b　
【
Ｂ
】　　

c　
【
Ｃ
】　　

d　
【
Ｄ
】　　

e　
【
Ｅ
】

２　

傍
線
部
①
「
収
穫
」
と
同
じ
組
み
立
て
で
構
成
さ
れ
て
い
る
熟
語
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。

イ

a　

定
義

b　

非
常

c　

浮
力

d　

変
革

e　

奥
地



二
九
の
六

３　

傍
線
部
②
「
凌
駕
す
る
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び

な
さ
い
。

ウ

a　

上
回
る

b　

抑
圧
す
る

c　

見
く
だ
す

d　

覆
い
つ
く
す

e　

打
ち
の
め
す

４　

傍
線
部
③
「
こ
う
し
た
技
術
観
」
と
あ
る
が
、
そ
の
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～

ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

エ

a　

技
術
と
は
伝
統
的
な
哲
学
に
お
け
る
と
て
も
大
き
な
問
い
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
。

b　

あ
る
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
手
段
を
製
作
す
る
営
み
こ
そ
が
技
術
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
。

c　

自
然
現
象
を
人
工
的
に
模
倣
す
る
こ
と
で
技
術
を
う
ま
く
行
使
で
き
る
、
と
い
う
考
え
方
。

d　

自
然
を
し
っ
か
り
と
観
察
し
そ
の
本
質
を
理
解
す
る
た
め
に
も
技
術
が
必
要
だ
、
と
い
う
考
え
方
。

e　

自
然
は
人
間
よ
り
も
優
れ
て
お
り
技
術
を
確
実
に
し
信
頼
で
き
る
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
。

５　

文
章
中
の

④

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら

一
つ
選
び
な
さ
い
。

オ

a　

技
術

b　

実
験

c　

観
察

d　

理
解

e　

模
倣



二
九
の
七

６　

文
章
中
の

⑤

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら

一
つ
選
び
な
さ
い
。

カ

a　

や
は
り

b　

さ
ら
に

c　

な
ら
ば

d　

む
し
ろ

e　

そ
れ
も

７　

傍
線
部
⑥
「『
技
術
フ
ァ
ー
ス
ト
』
な
考
え
方
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～

ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

キ

a　

技
術
を
用
い
て
自
然
に
働
き
か
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
る
、
と
い
う
考
え
方
。

b　

自
然
と
は
異
な
っ
た
環
境
を
実
現
で
き
る
技
術
こ
そ
、
人
間
に
と
っ
て
自
然
そ
の
も
の
よ
り
も
役

に
立
つ
、
と
い
う
考
え
方
。

c　

自
然
の
本
質
に
迫
る
た
め
に
は
、
自
然
に
働
き
か
け
る
こ
と
よ
り
技
術
を
行
使
す
る
こ
と
の
方
が

有
効
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
。

d　

人
間
に
と
っ
て
必
要
な
の
は
、
自
然
を
自
然
の
ま
ま
に
せ
ず
、
技
術
に
よ
っ
て
自
然
を
管
理
す
る

こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
。

e　

自
然
が
人
間
よ
り
も
優
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
を
改
め
、
人
間
が
技
術
を
用
い
て
自
然
を
支
配

す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
。

８　

傍
線
部
⑦
「『
自
然
の
支
配
』
を
可
能
と
見
な
す
も
の
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
当
て
は
ま
ら
な
い
も

の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ク

a　

人
間
が
、
自
然
に
対
し
て
積
極
的
に
働
き
か
け
、
そ
の
結
果
を
検
証
す
る
こ
と
。

b　

人
間
が
、
自
然
に
は
存
在
し
な
い
人
工
的
な
環
境
を
技
術
的
に
構
築
す
る
こ
と
。

c　

人
間
が
自
然
を
観
察
し
、
人
間
の
知
識
に
と
っ
て
不
可
欠
の
契
機
を
得
る
こ
と
。

d　

人
間
が
技
術
に
よ
っ
て
自
然
を
再
現
す
る
こ
と
で
、
自
然
を
解
明
で
き
る
こ
と
。

e　

人
間
が
実
験
を
行
う
場
合
に
、
自
然
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。



二
九
の
八

９　

本
文
の
論
の
展
開
や
表
現
上
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の

ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ケ

a　

歴
史
上
、
価
値
観
の
変
転
が
た
び
た
び
あ
っ
た
こ
と
を
具
体
的
に
示
し
、
そ
の
上
で
さ
ら
に
、
今

後
起
こ
り
う
る
変
化
に
つ
い
て
も
、
理
解
を
促
し
て
い
る
。

b　

身
近
な
例
か
ら
発
展
し
て
次
第
に
抽
象
的
な
思
考
へ
と
深
め
て
い
き
、
予
想
さ
れ
る
異
論
へ
の
反

論
も
盛
り
込
み
な
が
ら
、
独
自
の
結
論
へ
と
導
い
て
い
る
。

c　

自
問
自
答
を
繰
り
返
し
な
が
ら
論
を
深
め
て
い
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
疑
問
を
解
決
し
た
後
、
さ
ら
に

生
じ
た
新
た
な
問
題
点
を
、
最
後
に
問
い
か
け
て
い
る
。

d　

冒
頭
に
示
さ
れ
た
点
に
限
ら
ず
、
他
の
事
柄
に
お
い
て
も
同
じ
傾
向
が
表
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
、

現
代
社
会
に
数
多
く
あ
る
諸
問
題
へ
の
意
識
を
高
め
さ
せ
て
い
る
。

e　

時
代
の
変
遷
に
伴
っ
て
考
え
方
に
大
き
な
転
換
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考

え
方
に
つ
い
て
例
を
挙
げ
て
具
体
的
に
説
明
し
て
い
る
。

10　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な

さ
い
。

コ

a　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
よ
り
確
実
に
自
然
を
模
倣
し
自
然
の
摂
理
に
従
う
た
め
に
は
、
よ
り
よ
い

技
術
を
考
え
実
行
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
、
と
考
え
た
。

b　

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
、
空
飛
ぶ
機
械
を
構
想
す
る
に
あ
た
っ
て
、
自
然
に
お
い
て
空

を
飛
ん
で
い
る
鳥
を
観
察
す
る
た
め
の
技
術
的
機
構
を
考
案
す
る
こ
と
か
ら
始
め
た
。

c　

フ
ラ
ン
シ
ス
・
ベ
ー
コ
ン
は
、
技
術
に
つ
い
て
、
ま
ず
自
然
を
観
察
し
、
次
に
そ
れ
を
技
術
に
落

と
し
込
ん
で
い
く
、
と
い
う
順
番
に
な
る
と
考
え
た
。

d　

ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
は
、
自
然
法
則
を
解
明
す
る
た
め
に
、
あ
え
て
自
然
な
も
の
で
は
な
い
装

置
を
設
置
し
操
作
す
る
、
と
い
う
方
法
を
採
っ
た
。

e　

人
間
が
自
然
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
あ
ら
ゆ
る
現
象
を
操
作
し
管

理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
発
想
を
も
た
ら
し
た
。



二
九
の
九

第
３
問　

次
の
文
章
は
『
十
訓
抄
』
中
の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

　　　　　　

�

（『
十
訓
抄
』
に
よ
る
）

（
注
）
六
条
修
理
大
夫
顕
季
…
…�

藤
原
顕
季
。
播
磨
・
美
作
な
ど
諸
国
の
国
司
を
歴
任
、
蓄
財
。
白
河
院

の
院
別
当
と
し
て
活
躍
。

館
の
三
郎
義
光
…
…�

源
義
光
。
平
安
時
代
後
期
の
武
将
で
、
新
羅
三
郎
と
も
称
し
た
。
源
義
家
の

弟
。

院
…
…
白
河
院
。
白
河
上
皇
の
こ
と
。

１　

傍
線
部
①
「
左
右
な
く
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び

な
さ
い
。

ア

a　

非
常
に
厳
し
い
態
度
で

b　

双
方
か
ら
よ
く
話
を
聞
い
て

c　

迷
う
こ
と
も
な
く
、
た
や
す
く

d　

事
柄
を
も
う
一
度
整
理
し
て

e　

道
理
を
丁
寧
に
説
明
し
て



二
九
の
一
〇

２　

傍
線
部
②
「
と
み
に
こ
と
き
れ
ざ
り
け
れ
ば
」
と
は
、
具
体
的
に
何
が
ど
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
こ

と
を
指
し
て
い
る
の
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。�

イ
a　

顕
季
の
武
力
で
は
義
光
に
対
抗
す
る
の
が
難
し
か
っ
た
こ
と
。

b　

院
の
裁
定
が
す
ぐ
に
は
下
ら
な
か
っ
た
こ
と
。

c　

顕
季
と
義
光
の
話
し
合
い
が
な
か
な
か
始
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
。

d　

証
拠
に
な
る
証
文
が
す
ぐ
に
は
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
。

e　

顕
季
が
そ
も
そ
も
義
光
と
話
し
た
い
と
思
っ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
。

３　

傍
線
部
③
「
か
し
こ
ま
り
給
へ
り
け
る
」
を
品
詞
分
解
し
た
も
の
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の

ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ウ

a　

ラ
行
変
格
活
用
動
詞
の
連
用
形
＋
謙
譲
の
補
助
動
詞
の
已
然
形
＋
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
の

連
体
形

b　

名
詞
＋
四
段
活
用
動
詞
の
已
然
形
＋
強
意
の
助
動
詞
「
り
」
の
連
用
形
＋
過
去
の
助
動
詞
「
け

り
」
の
連
体
形

c　

ラ
行
変
格
活
用
動
詞
の
連
用
形
＋
下
二
段
活
用
動
詞
の
連
用
形
＋
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
の

連
体
形

d　

ラ
行
四
段
活
用
動
詞
の
連
用
形
＋
尊
敬
の
補
助
動
詞
の
已
然
形
＋
完
了
の
助
動
詞
「
り
」
の
連

用
形
＋
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
の
連
体
形

e　

名
詞
＋
下
二
段
活
用
動
詞
の
連
用
形
＋
過
去
の
助
動
詞
「
け
り
」
の
連
体
形

４　

傍
線
部
④
「
い
は
れ
た
れ
ど
も
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
内
容
に
関
わ
る
誰
の
評
価
な
の
か
。
そ
の
説

明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

エ

a　

義
光
と
顕
季
の
両
方
の
立
場
に
対
す
る
院
の
評
価

b　

二
人
の
争
い
を
世
間
は
ど
う
見
て
い
る
の
か
と
い
う
作
者
の
評
価

c　

義
光
が
訴
え
て
い
る
不
満
は
理
解
で
き
る
と
い
う
院
の
評
価

d　

顕
季
が
東
国
の
荘
園
に
つ
い
て
訴
え
た
内
容
に
関
わ
る
院
の
評
価

e　

武
士
は
ど
の
よ
う
な
立
場
で
も
の
を
考
え
る
の
か
と
い
う
作
者
の
評
価



二
九
の
一
一

５　

傍
線
部
⑤
「
か
れ
」
が
指
し
示
す
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。

オ

a　

個
人
的
に
抱
く
不
満

b　

義
光

c　

争
わ
れ
て
い
る
訴
訟

d　

顕
季

e　

東
国
の
荘
園

６　

傍
線
部
⑥
「
と
ば
か
り
も
の
も
申
さ
で
候
ひ
け
れ
ば
」
と
は
誰
の
ど
の
よ
う
な
様
子
を
描
写
し
た
も

の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

カ
a　

院
か
ら
か
け
ら
れ
た
言
葉
が
余
り
に
も
思
い
が
け
な
い
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
顕
季
が
何
も
言

え
な
か
っ
た
様
子
。

b　

院
か
ら
思
い
が
け
な
い
お
褒
め
の
言
葉
を
い
た
だ
き
、
感
激
の
あ
ま
り
に
義
光
が
言
葉
に
詰
ま

る
様
子
。

c　

今
回
の
訴
訟
の
内
容
の
是
非
が
は
っ
き
り
と
し
て
い
る
の
に
、
院
の
言
葉
が
一
方
的
に
過
ぎ
る

た
め
院
の
近
侍
た
ち
が
驚
い
て
い
る
様
子
。

d　

院
か
ら
か
け
ら
れ
た
言
葉
が
余
り
に
も
理
不
尽
で
一
方
的
な
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
顕
季
が
不

満
を
じ
っ
と
堪
え
て
い
る
様
子
。

e　

争
わ
れ
て
い
る
訴
訟
の
決
着
が
ど
う
な
る
か
分
か
ら
な
い
た
め
、
義
光
の
家
臣
が
焦
っ
て
気
を

も
ん
で
い
る
様
子
。

７　

文
章
中
の

Ａ

～

Ｃ

に
入
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、

次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

キ

a　

Ａ　

顕
季　
　

Ｂ　

顕
季　
　

Ｃ　

義
光

b　

Ａ　

義
光　
　

Ｂ　

義
光　
　

Ｃ　

顕
季

c　

Ａ　

顕
季　
　

Ｂ　

義
光　
　

Ｃ　

顕
季

d　

Ａ　

義
光　
　

Ｂ　

顕
季　
　

Ｃ　

義
光

e　

Ａ　

顕
季　
　

Ｂ　

顕
季　
　

Ｃ　

顕
季



二
九
の
一
二

８　

傍
線
部
⑦
「
や
す
か
ら
ず
思
は
む
ま
ま
に
」、
傍
線
部
⑨
「
こ
れ
を
思
ふ
に
」
の
、
動
作
主
は
誰
か
。

そ
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。�

ク
a　

⑦　

院　
　
　

⑨　

顕
季

b　

⑦　

院　
　
　

⑨　

義
光

c　

⑦　

義
光　
　

⑨　

顕
季

d　

⑦　

顕
季　
　

⑨　

義
光

e　

⑦　

義
光　
　

⑨　

院

９　

傍
線
部
⑧
「
お
の
れ
が
た
め
」
の
「
お
の
れ
」
が
指
し
て
い
る
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、

次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ケ

a　

義
光
の
従
者

b　

顕
季

c　

世
間
の
人
々

d　

義
光

e　

院

10　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な

さ
い
。

コ

a　

院
が
義
光
と
の
東
国
の
所
領
争
い
を
公
平
に
裁
い
て
く
れ
た
の
で
、
顕
季
は
納
得
し
、
一
層
、

院
に
忠
誠
を
尽
く
す
よ
う
に
な
っ
た
。

b　

院
が
な
か
な
か
判
断
を
下
さ
な
か
っ
た
の
で
、
顕
季
は
し
び
れ
を
切
ら
し
た
が
、
院
が
義
光
と

の
仲
を
取
り
持
っ
て
く
れ
た
の
で
、
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

c　

顕
季
は
、
武
門
の
誉
れ
高
い
義
光
を
相
手
に
苦
慮
し
た
も
の
の
、
院
の
配
慮
に
よ
っ
て
、
都
で

の
武
力
衝
突
を
避
け
ら
れ
た
た
め
、
安
堵
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

d　

顕
季
は
、
義
光
を
相
手
に
所
領
の
件
で
訴
訟
沙
汰
に
な
っ
た
が
、
院
が
苦
慮
す
る
様
子
を
見
て

自
ら
身
を
引
く
こ
と
で
、
問
題
の
解
決
を
図
っ
た
。

e　

顕
季
は
、
理
不
尽
な
裁
定
を
下
す
院
の
真
意
を
は
か
り
か
ね
た
が
、
そ
の
裏
に
院
の
深
い
洞
察

が
あ
っ
た
こ
と
に
驚
き
、
そ
の
理
由
を
聞
い
て
納
得
し
た
。



二
九
の
一
三

第
４
問　

次
の
漢
文
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
設
問
の
都
合
上
、
文
字
を
改
め
、

送
り
仮
名
・
返
り
点
を
省
い
た
箇
所
が
あ
る
。

　
　　　　　　 �　　�　

�

　

�

（『
韓
非
子
』
に
よ
る
）

晉
公
子
重
耳
＝�

晉
の
文
公
の
こ
と
。
左
伝
に
は
、
重
耳
の
体
は
一
枚
あ
ば
ら
で
あ
っ
た
の
で
、
曹
君
は

珍
し
が
り
、
重
耳
が
湯
あ
み
を
す
る
時
に
、
強
い
て
見
た
と
あ
り
、
ま
た
呂
氏
春
秋
に

は
、
曹
君
は
公
子
に
肌
脱
ぎ
に
な
っ
て
池
の
魚
を
捕
ら
せ
、
そ
の
身
体
を
見
た
と
あ
る
。

曹
君
＝
曹
の
君
主
。

釐
負
羈
＝
曹
君
の
家
臣
。

叔
瞻
＝
曹
君
の
家
臣
。

袒
裼
＝
肌
脱
ぎ
に
な
る
こ
と
。

餐
＝
食
事
。

璧
＝
玉
の
平
円
形
で
孔
の
あ
る
も
の
。　



二
九
の
一
四

１　

傍
線
部
①
「
晉
公
子
重
耳
」
を
指
す
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
文
章
中
の
二
重
傍
線
部�

ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

２　

傍
線
部
②
「
弗
」、
③
「
從
」
の
読
み
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
あ
と
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
な
さ
い
。

②
「
弗
」

イ

a　

い
か
る

b　

な
じ
む

c　

ず

d　

な
す

e　

は
ら
ふ

③
「
從
」

ウ

a　

よ
り

b　

き
き
い
れ

c　

な
び
き

d　

し
た
が
ひ

e　

つ
ら
な
り

３　

傍
線
部
④
「
有
不
樂
之
色
何
也
」
の
書
き
下
し
文
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中

か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

エ

a　

不
樂
の
色
有
る
は
何
ぞ
や
と

b　

樂
か
ら
ず
の
色
何
の
た
め
に
有
る
や
と

c　

樂
か
ら
ず
有
り
之
何
の
色
ぞ
と

d　

樂
ま
ざ
る
の
色
何
の
た
め
に
有
る
や
と

e　

樂
ま
ざ
る
の
色
有
る
は
何
ぞ
や
と



二
九
の
一
五

４　

傍
線
部
⑤
「
有
福
不
及
、
禍
來
連
我
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
た
と
え
た
表
現
か
。
最
も
適
切

な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

オ

a　

良
い
こ
と
が
結
果
に
結
び
つ
か
な
い
と
、
そ
れ
は
悪
い
こ
と
を
し
た
の
と
同
じ
で
あ
る
こ
と
の

た
と
え
。

b　

良
い
こ
と
を
言
っ
て
も
除
け
者
に
さ
れ
、
悪
い
こ
と
で
は
巻
き
添
え
を
く
う
こ
と
の
た
と
え
。

c　

せ
っ
か
く
良
い
こ
と
を
し
た
の
に
、
そ
れ
が
逆
恨
み
さ
れ
る
こ
と
の
た
と
え
。

d　

努
力
し
て
も
幸
運
を
つ
か
み
取
れ
な
い
と
、
自
然
と
運
気
が
落
ち
て
い
く
こ
と
の
た
と
え
。

e　

良
い
こ
と
を
日
頃
積
み
重
ね
て
い
れ
ば
、
悪
い
こ
と
が
あ
っ
て
も
傷
を
最
小
限
に
抑
え
ら
れ
る

こ
と
の
た
と
え
。

５　

傍
線
部
⑥
「
則
曹
其
首
也
」
の
「
首
」
が
表
す
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の

中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

カ

a　

大
事
に
さ
れ
る

b　

中
心
と
な
る
場
所

c　

急
所

d　

一
番
大
切
な
部
分

e　

最
初
に

６　

傍
線
部
⑦
「
子
奚
不
先
自
貮
焉
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ

～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

キ

a　

後
に
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
災
い
を
考
え
た
な
ら
ば
、
今
の
う
ち
に
先
手
を
打
っ
て
、
そ
の
禍

に
備
え
て
お
い
た
方
が
後
々
の
為
に
な
る
と
思
う
か
ら
。

b　

権
力
に
逆
ら
え
ば
今
の
地
位
を
失
う
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
は
じ
っ
と
我
慢
を
し
て
や
り

過
ご
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
か
ら
。

c　

曹
君
は
臣
下
の
本
当
の
忠
心
を
試
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
期
待
に
応
え
る
べ
く
、
見
え
な
い
と

こ
ろ
で
秘
か
に
忠
義
を
尽
く
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
か
ら
。

d　

一
国
の
宰
相
で
あ
る
な
ら
ば
、
国
の
行
く
末
を
考
え
て
よ
く
な
い
施
策
は
や
め
る
よ
う
、
主
君

に
進
言
し
た
方
が
よ
い
と
思
う
か
ら
。

e　

ど
ん
な
身
分
で
あ
れ
、
自
分
の
将
来
を
考
え
た
な
ら
ば
、
滅
び
そ
う
な
国
に
留
ま
る
こ
と
は
我

が
身
の
滅
亡
を
意
味
す
る
と
思
う
か
ら
。
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７　

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な

さ
い
。

ク

a　

曹
君
は
、
晉
の
公
子
重
耳
が
曹
国
に
亡
命
し
た
の
で
、
食
客
と
し
て
遇
す
る
こ
と
に
し
た
が
、

一
方
で
公
子
に
恥
を
か
か
せ
る
よ
う
な
扱
い
を
し
た
こ
と
で
臣
下
か
ら
も
あ
き
れ
ら
れ
た
。

b　

釐
負
羈
は
晉
の
公
子
重
耳
の
た
だ
も
の
な
ら
ざ
る
様
子
を
見
て
、
の
ち
の
ち
自
国
の
災
い
と
な

ら
ぬ
よ
う
、
今
の
う
ち
に
そ
の
種
を
取
り
除
く
べ
き
こ
と
を
曹
君
に
進
言
し
た
。

c　

叔
瞻
も
釐
負
羈
も
と
も
に
曹
君
の
御
前
に
あ
っ
て
、
晉
の
公
子
で
あ
る
重
耳
へ
の
扱
い
を
批
判

し
、
無
礼
に
な
ら
な
い
よ
う
な
振
る
舞
い
を
す
べ
き
だ
と
曹
君
を
た
し
な
め
た
。

d　

釐
負
羈
の
妻
は
、
晉
の
公
子
で
あ
る
重
耳
と
そ
の
従
者
の
人
相
か
ら
、
彼
ら
の
将
来
を
占
い
、

今
の
う
ち
に
曹
君
を
諫
め
る
べ
き
で
あ
る
と
夫
で
あ
る
釐
負
羈
に
進
言
し
た
。

e　

釐
負
羈
は
曹
君
の
無
礼
な
振
る
舞
い
が
気
が
か
り
で
あ
っ
た
た
め
、
夜
分
に
こ
っ
そ
り
使
者
を

遣
わ
し
て
、
黄
金
や
宝
玉
、
食
事
な
ど
を
晉
の
公
子
で
あ
る
重
耳
に
送
っ
た
。

特
別
支
援
学
校
の
受
審
者
は
二
九
の
二
六
へ
進
ん
で
く
だ
さ
い
。



二
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【
選
択
問
題
　
中
学
校
・
高
等
学
校
】

第
５
問　

次
の
１
・
２
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

１　

故
事
成
語
と
そ
の
説
明
と
し
て
適
切
で
な
い
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ア

a　

「
性
相
近
く
習
相
遠
し
」

→
『
論
語
』
陽
貨
編
に
お
け
る
孔
子
の
言
葉
か
ら
、
人
の
性
は
生
ま
れ
た
と
き
に
は
あ
ま
り
差

は
な
い
が
、
長
じ
て
異
な
っ
て
く
る
の
は
、
習
慣
の
た
め
で
あ
る
こ
と
を
言
い
表
し
た
も
の
。

b　

「
石
に
漱
ぎ
流
れ
に
枕
す
」

→
晋
の
孫
楚
が
「
石
に
枕
し
流
れ
に
漱
ぐ
」
と
言
う
べ
き
と
こ
ろ
を
、「
石
に
漱
ぎ
流
れ
に
枕

す
」
と
言
い
誤
り
、「
石
に
漱
ぐ
」
と
は
歯
を
磨
く
こ
と
、「
流
れ
に
枕
す
」
と
は
耳
を
洗
う

こ
と
と
強
弁
し
た
故
事
か
ら
、
こ
じ
つ
け
て
言
い
の
が
れ
る
こ
と
。

c　

「
骨
を
換
え
胎
を
奪
う
」

→
『
冷
斎
夜
話
』
に
記
さ
れ
て
い
る
内
容
か
ら
、
骨
を
取
り
換
え
、
胎
を
取
っ
て
使
う
と
い
う

の
が
原
義
。
詩
文
を
作
る
際
に
、
古
人
の
作
品
の
趣
意
は
変
え
ず
語
句
だ
け
を
換
え
、
ま
た

は
古
人
の
作
品
の
趣
意
に
沿
い
な
が
ら
新
し
い
も
の
を
加
え
て
表
現
す
る
こ
と
。

d　

「
天
網
恢
恢
疎
に
し
て
漏
ら
さ
ず
」

→
『
老
子
』
中
の
句
に
由
来
が
あ
る
。
天
の
網
は
広
大
で
目
が
粗
い
よ
う
だ
が
、
悪
人
は
漏
ら

さ
ず
こ
れ
を
捕
ま
え
る
と
い
う
意
味
か
ら
、
悪
い
こ
と
を
す
れ
ば
必
ず
天
罰
が
下
る
と
い
う

こ
と
。

e　

「
洛
陽
の
紙
価
を
高
め
る
」

→
『
晋
書
』
文
苑
伝
の
故
事
に
よ
る
。
晋
の
左
思
が
「
三
都
賦
」
を
作
っ
た
と
き
、
洛
陽
の
人

が
争
っ
て
こ
れ
を
転
写
し
た
た
め
、
洛
陽
の
紙
の
値
段
が
高
く
な
っ
た
故
事
か
ら
、
一
人
の

人
間
の
発
言
が
世
の
中
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
。

２　

次
の
⑴
～
⑷
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

次
の
説
明
に
該
当
す
る
作
品
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
あ
と
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ

い
。

イ

　

平
安
中
期
に
成
立
し
た
作
者
未
詳
の
歌
物
語
。
和
歌
を
中
心
と
し
た
短
編
百
七
十
三
段
か
ら
成
る
。

宮
廷
中
心
の
貴
族
社
会
で
語
ら
れ
て
い
た
歌
に
ま
つ
わ
る
話
を
集
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
後
半
に

は
蘆
刈
の
話
、
安
積
山
の
話
、
姥
捨
山
の
話
な
ど
、
民
間
伝
承
に
よ
る
古
い
説
話
が
取
り
入
れ
ら
れ
、

こ
れ
ら
の
伝
承
説
話
は
中
世
の
謡
曲
や
近
代
文
学
の
素
材
と
も
な
っ
た
。

a　

落
窪
物
語　
　

b　

伊
勢
物
語　
　

c　

大
和
物
語　
　

d　

平
中
物
語　
　

e　

狭
衣
物
語
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⑵　

次
の
説
明
に
該
当
す
る
俳
人
と
し
て
適
切
な
も
の
を
、
あ
と
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ

い
。

ウ

　

明
治
後
半
か
ら
大
正
・
昭
和
前
半
に
か
け
て
活
躍
し
た
俳
人
で
、
松
山
市
に
生
ま
れ
た
。
郷
里
の

先
輩
正
岡
子
規
の
俳
句
革
新
運
動
に
力
を
注
ぎ
、
子
規
よ
り
後
継
者
と
し
て
求
め
ら
れ
た
が
、
束
縛

を
嫌
い
辞
退
し
た
。「
花
鳥
諷
詠
」
を
理
念
と
す
る
俳
句
観
を
確
立
し
、
客
観
写
生
を
重
ん
ず
る
ホ

ト
ト
ギ
ス
派
の
重
鎮
と
し
て
有
名
で
あ
る
。

a　

水
原
秋
桜
子　
　

b　

高
浜
虚
子　
　

c　

尾
崎
放
哉　
　

d　

飯
田
蛇
笏　
　

e　

河
東
碧
梧
桐

⑶　

近
世
時
代
の
文
学
の
流
れ
に
関
す
る
説
明
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら

一
つ
選
び
な
さ
い
。

エ

a　

近
世
前
期
の
文
化
は
上
方
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
初
め
は
京
都
を
中
心
と
し
、
後
に
商

業
都
市
大
阪
が
成
長
し
た
。
元
禄
年
間
に
活
躍
し
た
井
原
西
鶴
は
、『
日
本
永
代
蔵
』
や
『
世
間

胸
算
用
』
の
ほ
か
、『
曽
根
崎
心
中
』
な
ど
の
有
名
作
を
著
し
た
。

b　

元
禄
文
化
を
代
表
す
る
俳
人
の
松
尾
芭
蕉
は
、
貞
門
俳
諧
に
う
ち
こ
ん
だ
の
ち
、『
野
ざ
ら
し

紀
行
』
の
旅
に
出
て
蕉
風
俳
諧
の
き
っ
か
け
を
つ
か
ん
だ
。
紀
行
文
『
奥
の
細
道
』
は
「
風
雅
」

の
世
界
を
展
開
し
よ
う
と
い
う
意
図
か
ら
、
虚
構
も
交
え
た
文
学
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

c　

近
世
後
期
の
文
化
は
江
戸
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
文
化
・
文
政
期
に
そ
の
最
盛
期

を
迎
え
る
。
江
戸
時
代
の
読
本
作
者
の
上
田
秋
成
は
、
日
本
や
中
国
の
古
典
に
題
材
を
取
っ
た
怪

異
的
な
小
説
『
雨
月
物
語
』
を
刊
行
し
、
晩
年
に
『
春
雨
物
語
』
を
著
し
た
。

d　

江
戸
後
期
の
読
本
作
者
と
し
て
有
名
な
滝
沢
馬
琴
は
、
勧
善
懲
悪
の
理
念
に
貫
か
れ
た
長
編
小

説
を
発
表
し
、
南
房
総
の
里
見
家
再
興
に
活
躍
し
た
八
犬
士
の
物
語
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』、
史

実
と
伝
説
と
が
巧
み
に
構
成
さ
れ
た
『
椿
説
弓
張
月
』
な
ど
を
著
し
た
。

e　

文
化
・
文
政
期
の
俳
人
小
林
一
茶
は
、
方
言
・
俗
語
を
用
い
た
生
活
感
の
あ
る
誹
風
を
得
意
と

し
、「
目
出
度
さ
も
中
位
な
り
お
ら
が
春
」
の
冒
頭
で
有
名
な
句
集
『
お
ら
が
春
』
の
ほ
か
、「
こ

れ
が
ま
あ
つ
ひ
の
栖す

み
かか

雪
五
尺
」
な
ど
の
句
で
生
活
感
情
を
率
直
に
表
現
し
た
。
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⑷　

昭
和
後
期
の
文
学
の
流
れ
に
関
す
る
説
明
と
し
て
誤
っ
て
い
る
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら

一
つ
選
び
な
さ
い
。

オ

a　

第
二
次
世
界
大
戦
が
終
わ
り
、
そ
れ
ま
で
の
言
論
統
制
か
ら
解
放
さ
れ
る
と
、
既
成
の
大
家
が

そ
れ
ま
で
書
き
溜
め
て
い
た
作
品
を
続
々
と
発
表
し
始
め
た
。
谷
崎
潤
一
郎
は
長
編
小
説
『
細

雪
』
を
発
表
し
、
大
阪
の
富
裕
な
商
家
の
四
姉
妹
の
生
き
方
を
描
い
た
。

b　

混
乱
し
た
世
相
の
も
と
で
、
無
頼
派
と
呼
ば
れ
た
作
家
た
ち
も
活
躍
を
始
め
た
。
坂
口
安
吾
は

短
編
小
説
『
白
痴
』
を
著
し
た
。
太
宰
治
は
『
斜
陽
』
を
著
し
、
戦
後
の
没
落
貴
族
を
題
材
に

「
美
し
く
滅
び
て
ゆ
く
も
の
」
と
「
生
ま
れ
て
く
る
新
し
い
も
の
」
を
描
こ
う
と
し
た
。

c　

戦
前
・
戦
中
以
来
の
作
家
と
は
別
に
、
自
ら
の
戦
争
体
験
に
深
く
根
差
し
、
人
間
と
社
会
を
根

元
的
に
見
つ
め
よ
う
と
す
る
第
一
次
戦
後
派
と
呼
ば
れ
た
一
群
の
作
家
た
ち
が
登
場
し
た
。
大
岡

昇
平
は
『
俘
虜
記
』
を
発
表
し
、
極
限
の
中
で
の
人
間
の
心
理
や
行
動
を
描
い
た
。

d　

昭
和
二
十
年
代
の
後
半
に
な
る
と
、
第
三
の
新
人
と
呼
ば
れ
る
若
い
世
代
が
登
場
し
、
日
常
的

な
感
覚
に
た
っ
た
作
品
を
発
表
し
始
め
た
。
安
岡
章
太
郎
は
『
陰
気
な
愉
し
み
』『
悪
い
仲
間
』、

遠
藤
周
作
は
中
国
を
舞
台
に
し
た
長
編
小
説
『
敦
煌
』
を
発
表
し
た
。

e　

昭
和
三
十
年
代
に
は
、
石
原
慎
太
郎
や
北
杜
夫
、
開
高
健
、
大
江
健
三
郎
ら
が
登
場
し
た
。
大

江
は
、『
芽
む
し
り
仔
撃
ち
』
や
『
個
人
的
な
体
験
』
を
発
表
し
た
。
大
江
は
詩
的
想
像
力
に
よ

る
独
自
の
世
界
と
時
代
に
向
け
た
発
言
が
認
め
ら
れ
、
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
し
た
。



二
九
の
二
〇【

選
択
問
題
　
中
学
校
】

第
６
問　

次
の
１
・
２
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

１　

次
の
⑴
と
⑵
は
、
平
成
二
十
九
年
三
月
告
示
の
中
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
に
お
け
る
「
第
２　

各

学
年
の
目
標
及
び
内
容
」
の
第
２
学
年
及
び
第
３
学
年
の
「
１　

目
標
」
に
示
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ

る
。

ア

・

イ

に
該
当
す
る
も
の
を
、
あ
と
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選

び
な
さ
い
。

⑴　

言
葉
が
も
つ
価
値
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、

ア

、
我
が
国
の
言
語
文
化
を
大
切
に
し
て
、

思
い
や
考
え
を
伝
え
合
お
う
と
す
る
態
度
を
養
う
。〈
第
２
学
年
〉

a　

進
ん
で
読
書
を
し

b　

読
書
を
通
し
て
自
己
を
向
上
さ
せ

c　

読
書
の
意
義
と
効
用
に
つ
い
て
理
解
し

d　

幅
広
く
読
書
に
親
し
み

e　

読
書
を
生
活
に
役
立
て

⑵　

イ

深
く
共
感
し
た
り
豊
か
に
想
像
し
た
り
す
る
力
を
養
い
、
社
会
生
活
に
お
け
る
人
と

の
関
わ
り
の
中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
。〈
第
３
学
年
〉

a　

情
報
を
整
理
し
て
考
え
る
力
や

b　

論
理
的
に
考
え
る
力
や

c　

多
面
的
・
多
角
的
に
考
え
る
力
や

d　

順
序
立
て
て
考
え
る
力
や

e　

筋
道
立
て
て
考
え
る
力
や



二
九
の
二
一

２　

次
の
⑴
～
⑶
は
、『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
29
年
告
示
）
解
説　

国
語
編
』（
平
成
29
年
７
月
）

に
示
さ
れ
て
い
る
「
内
容
」
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

次
の
文
章
は
、
第
３
学
年
の
内
容　

１　
〔
知
識
及
び
技
能
〕
⑶　

我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す

る
事
項
「
伝
統
的
な
言
語
文
化
」
に
関
す
る
解
説
の
一
部
で
あ
る
。
文
章
中
の

ウ

に
該
当

す
る
も
の
を
、
あ
と
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　

古
典
作
品
に
は
、
そ
の
背
景
と
な
る
歴
史
的
な
状
況
が
存
在
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
古
典

を
読
む
こ
と
で
、
作
品
の
世
界
を
よ
り
深
く
、
広
く
理
解
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
ま
た
、

ウ

こ
と
で
、
作
品
の
世
界
を
よ
り
実
感
的
、
具
体
的
に
捉
え
る
こ
と
も
で
き
る
。

a　

古
典
特
有
の
表
現
に
注
意
し
て
内
容
を
的
確
に
捉
え
る

b　

時
間
の
経
過
に
よ
る
言
葉
の
変
化
や
世
代
に
よ
る
言
葉
の
違
い
に
つ
い
て
理
解
す
る

c　

舞
台
と
な
っ
て
い
る
時
代
の
様
子
や
作
者
が
置
か
れ
て
い
た
状
況
な
ど
を
知
る

d　

当
時
の
人
々
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
、
考
え
方
に
触
れ
る

e　

現
代
語
訳
や
語
注
な
ど
を
手
掛
か
り
に
し
な
が
ら
古
典
を
読
む

⑵　

次
の
文
章
は
、
第
２
学
年
の
内
容　

２　
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
Ｂ　

書
く
こ
と
の

「
共
有
」
に
関
す
る
解
説
の
一
部
で
あ
る
。
文
章
中
の

エ

に
該
当
す
る
も
の
を
、
あ
と
の

ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　

全
学
年
を
通
し
て
、
読
み
手
か
ら
の
助
言
な
ど
を
踏
ま
え
、
自
分
の
文
章
の
よ
い
点
や
改
善
点
を

見
い
だ
す
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
２
学
年
で
は
、
特
に
、
表
現
の
工
夫
と
そ
の
効
果
な
ど
の
観
点

か
ら
よ
い
点
や
改
善
点
を
見
い
だ
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、

エ

な
ど
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
ど
の
よ
う

に
改
善
す
る
と
よ
い
か
な
ど
、
次
の
自
分
の
書
く
活
動
へ
生
か
す
具
体
的
な
視
点
を
得
る
こ
と
も
重

要
で
あ
る
。

a　

生
徒
同
士
で
互
い
の
文
章
を
読
み
合
い
、
目
的
や
意
図
に
応
じ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
か
、
分

か
り
や
す
い
叙
述
に
な
っ
て
い
る
か

b　

書
き
手
が
目
的
と
意
図
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
な
表
現
の
工
夫
を
し
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
効
果

が
あ
っ
た
か　
　

c　

書
い
た
目
的
や
意
図
に
照
ら
し
て
、
伝
え
て
い
る
こ
と
に
対
し
て
読
み
手
は
納
得
し
た
か
、
首

尾
一
貫
し
た
矛
盾
の
な
い
文
章
に
な
っ
て
い
る
か

d　

書
き
手
が
目
的
や
意
図
に
応
じ
て
ど
の
よ
う
に
題
材
を
決
め
て
い
る
か
、
さ
ら
に
は
、
多
様
な

方
法
で
集
め
た
材
料
を
整
理
で
き
て
い
る
か

e　

読
み
手
と
し
て
想
定
し
て
い
た
人
に
読
ん
で
も
ら
い
、
ど
の
よ
う
な
表
現
の
効
果
が
認
め
ら
れ

る
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
適
切
で
あ
る
か



二
九
の
二
二

⑶　

次
の
文
章
は
、
第
１
学
年
の
内
容　

２　
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
Ｃ　

読
む
こ
と
の

「
精
査
・
解
釈
」
に
関
す
る
解
説
の
一
部
で
あ
る
。
文
章
中
の

オ

に
該
当
す
る
も
の
を
、

あ
と
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　

文
学
的
な
文
章
に
お
い
て
、
場
面
と
場
面
、
場
面
と
描
写
な
ど
を
結
び
付
け
て
内
容
を
解
釈
す
る

こ
と
を
求
め
て
い
る
。
文
学
的
な
文
章
を
読
み
味
わ
う
際
に
は
、
個
々
の
場
面
や
描
写
か
ら
直
接
分

か
る
こ
と
を
把
握
す
る
だ
け
で
な
く
、
複
数
の
場
面
を
相
互
に
結
び
付
け
た
り
、
各
場
面
と
登
場
人

物
の
心
情
や
行
動
、
情
景
等
の
描
写
と
を
結
び
付
け
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

オ

こ
と

が
重
要
で
あ
る
。

a　

自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る

b　

書
き
手
の
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
評
価
す
る

c　

文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
捉
え
る

d　

場
面
や
描
写
に
新
た
な
意
味
付
け
を
行
う

e　

登
場
人
物
の
行
動
や
物
語
の
展
開
の
意
味
を
考
え
る



二
九
の
二
三

【
選
択
問
題
　
高
等
学
校
】

第
６
問　

次
の
１
・
２
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

１　

次
の
⑴
～
⑶
は
、
平
成
三
十
年
三
月
告
示
の
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
国
語
に
お
け
る
「
第
２
款　

各
科
目
」
に
示
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。

ア

～

ウ

に
該
当
す
る
も
の
を
、
あ
と

の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
な
さ
い
。
た
だ
し
、
⑴
は
「
現
代
の
国
語
」
の
「
１　

目

標
」、
⑵
は
「
言
語
文
化
」
の
「
２　

内
容
」、
⑶
は
「
文
学
国
語
」
の
「
３　

内
容
の
取
扱
い
」
に
示

さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。

⑴　

言
葉
が
も
つ
価
値
へ
の
認
識
を
深
め
る
と
と
も
に
、
生
涯
に
わ
た
っ
て
読
書
に
親
し
み
自
己
を
向

上
さ
せ
、
我
が
国
の
言
語
文
化
の
担
い
手
と
し
て
の
自
覚
を
も
ち
、

ア

を
養
う
。

ａ　

世
界
的
視
野
に
立
っ
て
国
際
社
会
に
貢
献
し
よ
う
と
す
る
態
度

ｂ　

言
語
活
動
の
中
で
、
課
題
を
自
ら
設
定
し
て
探
究
し
よ
う
と
す
る
態
度

ｃ　

社
会
人
と
し
て
、
考
え
や
も
の
の
見
方
を
豊
か
に
し
よ
う
と
す
る
態
度

ｄ　

国
語
を
尊
重
し
て
そ
の
能
力
の
向
上
を
図
ろ
う
と
す
る
態
度

ｅ　

言
葉
を
通
し
て
他
者
や
社
会
に
関
わ
ろ
う
と
す
る
態
度

�������������������������������������������������������������������������

⑵　

時
間
の
経
過
や

イ

な
ど
に
よ
る
文
字
や
言
葉
の
変
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
古
典
の

言
葉
と
現
代
の
言
葉
と
の
つ
な
が
り
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。

�

ａ　

地
域
の
文
化
的
特
徴

ｂ　

言
語
文
化
全
体
の
独
自
性

ｃ　

我
が
国
の
言
語
文
化
の
特
質

ｄ　

歴
史
的
・
文
化
的
背
景

ｅ　

古
典
特
有
の
表
現

⑶　

内
容
の
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
に
お
け
る
授
業
時
数
に
つ
い
て
は
、
次
の
事
項
に
配

慮
す
る
も
の
と
す
る
。

ア　
「
Ａ
書
く
こ
と
」
に
関
す
る
指
導
に
つ
い
て
は
、
30
～
40
単
位
時
間
程
度
を
配
当
す
る
も
の

と
し
、
計
画
的
に
指
導
す
る
こ
と
。

イ　
「
Ｂ
読
む
こ
と
」
に
関
す
る
指
導
に
つ
い
て
は
、

ウ

単
位
時
間
程
度
を
配
当
す
る

も
の
と
し
、
計
画
的
に
指
導
す
る
こ
と
。

a　

20
～
30

b　

50
～
60

c　

70
～
80

d　

100
～
110

e　

130
～
140



二
九
の
二
四

２　

次
の
⑴
と
⑵
は
、『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）
解
説　

国
語
編
』（
平
成
30
年
７

月
）
に
お
け
る
「
第
１
章　

総
説
」
の
「
第
４
節　

国
語
科
の
内
容
」
と
「
第
２
章　

国
語
科
の
各
科

目
」
の
「
第
１
節　

現
代
の
国
語
」
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

次
の
文
は
、「
２　
〔
知
識
及
び
技
能
〕
の
内
容
」
⑶
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
の
「
読

書
」
に
関
す
る
解
説
の
一
部
で
あ
る
。
文
中
の

エ

に
該
当
す
る
も
の
を
、
あ
と
の
ａ
～
ｅ

の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
「
現
代
の
国
語
」
で
は
、
実
社
会
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
た
め
の
読
書
の
意
義
と
効
用
、「
言
語
文

化
」
で
は
、
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
に
つ
な
が
る
読
書
の
意
義
と
効
用
、「
論
理
国
語
」
で

は
、
新
た
な
考
え
の
構
築
に
資
す
る
読
書
の
意
義
と
効
用
、「
文
学
国
語
」
で
は
、
人
間
、
社
会
、

自
然
な
ど
に
対
す
る
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
豊
か
に
す
る
読
書
の
意
義
と
効
用
、「
国

語
表
現
」
で
は
、
自
分
の
思
い
や
考
え
を
伝
え
る
際
の
言
語
表
現
を
豊
か
に
す
る
読
書
の
意
義
と
効

用
、「
古
典
探
究
」
で
は
、
先
人
の
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
に
親
し
み
、

エ

に

つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

ａ　

自
分
の
生
き
方
や
社
会
と
の
関
わ
り
方
を
支
え
る
読
書
の
意
義
と
効
用

ｂ　

古
典
を
翻
案
し
た
近
現
代
の
物
語
や
小
説
な
ど
を
読
む
こ
と
の
意
義
と
効
用

ｃ　

自
分
の
も
の
の
見
方
、
感
じ
方
、
考
え
方
を
豊
か
に
す
る
読
書
の
意
義
と
効
用　

ｄ　

読
書
を
通
し
て
新
し
い
知
識
を
得
た
り
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
す
る
こ
と
の
意
義
と
効
用

ｅ　

自
分
自
身
の
言
語
表
現
を
豊
か
に
す
る
読
書
の
意
義
と
効
用



二
九
の
二
五

⑵　

次
の
文
は
、「
３　

内
容
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕」
の
「
Ｃ　

読
む
こ
と
」
の
「
精

査
・
解
釈
、
考
え
の
形
成
、
共
有
」
に
関
す
る
解
説
の
一
部
で
あ
る
。
文
中
の

オ

に
該
当

す
る
も
の
を
、
あ
と
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　

現
代
の
社
会
生
活
で
必
要
な
論
理
的
な
文
章
や
実
用
的
な
文
章
は
、
具
体
的
な
目
的
や
働
き
と

い
っ
た
明
確
な
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、「
言
語
文
化
」
で
扱
う
よ
う
な
、
社
会
的
に
高

い
評
価
を
受
け
、
文
化
的
な
価
値
を
蓄
積
し
て
き
た
評
論
や
小
説
等
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
具
体
的

な
社
会
生
活
の
場
面
の
中
で
こ
れ
ら
の
文
章
を
読
む
際
に
は
、

オ

。
こ
れ
ら
の
文
章
の
文

脈
を
意
識
し
た
読
む
資
質
・
能
力
の
育
成
が
、
こ
れ
か
ら
の
時
代
に
は
求
め
ら
れ
る
。

ａ　

書
き
手
の
考
え
方
や
生
き
方
を
追
体
験
し
た
り
対
象
化
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
り
、
文
章
の
深

い
意
味
付
け
も
可
能
と
な
る

ｂ　

何
ら
か
の
目
的
に
応
じ
て
文
章
の
内
容
が
解
釈
さ
れ
、
読
み
手
の
判
断
や
行
動
が
促
さ
れ
て
い

く
ｃ　

既
有
の
知
識
や
経
験
が
相
対
化
さ
れ
、
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
価
値
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
新

た
に
意
味
付
け
ら
れ
て
い
く

ｄ　

そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
に
応
じ
て
文
章
や
図
表
な
ど
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
が
相
互
に
関
係
付
け
ら

れ
、
書
き
手
の
意
図
が
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
る

ｅ　

読
み
手
の
目
的
に
応
じ
て
、
既
有
の
知
識
や
経
験
を
踏
ま
え
て
読
む
と
い
う
行
動
が
促
さ
れ
て

い
く



二
九
の
二
六

【
選
択
問
題
　
特
別
支
援
学
校
】

第
６
問
　
次
の
１
〜
４
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

１
　
次
の
表
は
，
令
和
４
年
12月

13日
に
文
部
科
学
省
に
よ
り
示
さ
れ
た
「
通
常
の
学
級
に
在
籍
す
る
特

別
な
教
育
的
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
に
関
す
る
調
査
結
果
に
つ
い
て
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
１
）　
小
学
校
・
中
学
校
の
「
学
習
面
又
は
行
動
面
で
著
し
い
困
難
を
示
す
」
児
童
生
徒
の
割
合
と
し

て
，

ア
に
当
て
は
ま
る
正
し
い
数
値
を
，
下
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

＜
小
学
校
・
中
学
校
＞

推
定
値

学
習
面
又
は
行
動
面
で
著
し
い
困
難
を
示
す

ア
％

ア
ａ
　
4.6　

　
ｂ
　
6.5　

　
ｃ
　
7.3　

　
ｄ
　
8.8　

　
ｅ
　
10.3

（
２
）　
学
校
種
別
ご
と
の
「
学
習
面
又
は
行
動
面
で
著
し
い
困
難
を
示
す
」
児
童
生
徒
の
割
合
と
し
て
，

イ
〜

エ
に
当
て
は
ま
る
正
し
い
数
値
を
，
下
の
ａ
〜
ｅ
か
ら
一
つ
選
び
な
さ

い
。

推
定
値

学
習
面
又
は
行
動
面
で

著
し
い
困
難
を
示
す

A
B

C

小
学
校

イ
％

7.8％
4.7％

2.0％

中
学
校

ウ
％

3.7％
2.6％

1.1％

高
等
学
校

エ
％

1.3％
1.0％

0.5％

※
�Ａ
：「
学
習
面
で
著
し
い
困
難
を
示
す
」，
Ｂ
：「「

不
注
意
」
又
は
「
多
動
性
－
衝
動
性
」
の
問
題

を
著
し
く
示
す
」，
Ｃ
：「「

対
人
関
係
や
こ
だ
わ
り
等
」
の
問
題
を
著
し
く
示
す
」

イ
ウ

エ
ａ
　
0.9　

　
ｂ
　
2.2　

　
ｃ
　
5.6　

　
ｄ
　
8.2　

　
ｅ
　
10.4
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２
　
次
の
文
は
，
令
和
５
年
３
月
に
文
部
科
学
省
よ
り
示
さ
れ
た
「
通
常
の
学
級
に
在
籍
す
る
障
害
の
あ

る
児
童
生
徒
へ
の
支
援
に
係
る
方
策
に
つ
い
て
（
通
知
）」
の
一
部
で
あ
る
。
文
中
の

オ
〜

キ
に
当
て
は
ま
る
語
句
を
，
下
の
ａ
〜
ｄ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
こ
の
度
、
文
部
科
学
省
の
下
に
設
置
さ
れ
た
「
通
常
の
学
級
に
在
籍
す
る
障
害
の
あ
る
児
童
生
徒

へ
の
支
援
の
在
り
方
に
関
す
る
検
討
会
議
」
に
お
い
て
、
令
和
５
年
３
月
13日

に
報
告
が
取
り
ま
と

め
ら
れ
ま
し
た
。

（
中
略
）

　
具
体
的
に
は
、

・
校
長
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
下
、
特
別
な
教
育
的
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童
生
徒
の
実
態
を
適
切

に
把
握
し
、
適
切
な
指
導
や
必
要
な
支
援
を
組
織
的
に
行
う
た
め
の

オ
を
充
実
さ
せ
る

こ
と

・
児
童
生
徒
が
慣
れ
た
環
境
で
安
心
し
て
通
級
に
よ
る
指
導
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に

カ
や

巡
回
指
導
を
は
じ
め
と
す
る
通
級
に
よ
る
指
導
を
充
実
さ
せ
る
こ
と

・
通
級
に
よ
る
指
導
を
担
当
す
る
教
師
等
の
専
門
性
の
向
上
を
図
る
こ
と

・
高
等
学
校
に
お
け
る
通
級
に
よ
る
指
導
の
実
施
体
制
を
充
実
さ
せ
る
こ
と

・
特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
専
門
的
な
知
見
や
経
験
等
を
有
す
る
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
小
中
高

等
学
校
等
へ
の
指
導
助
言
等
の

キ
を
充
実
さ
せ
る
こ
と

・
よ
り
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
で
多
様
な
教
育
的
ニ
ー
ズ
に
柔
軟
に
対
応
す
る
た
め
、
特
別
支
援
学
校
を

含
め
た
２
校
以
上
の
学
校
を
一
体
的
に
運
営
す
る
イ
ン
ク
ル
ー
シ
ブ
な
学
校
運
営
モ
デ
ル
を
創
設

す
る
こ
と

な
ど
に
つ
い
て
提
言
さ
れ
て
い
ま
す
。

オ
　
�ａ
　
多
様
な
学
び
の
場
　
　
　
　
ｂ
　
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
�
�

ｃ
　
学
校
運
営
協
議
会
　
　
　
　
ｄ
　
校
内
支
援
体
制

カ
　
�ａ
　
グ
ル
ー
プ
別
指
導
　
　
　
　
ｂ
　
自
校
通
級
�

�
ｃ
　
他
校
通
級
　
　
　
　
　
　
　
ｄ
　
個
別
指
導

キ
　
�ａ
　
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
機
能
　
　
ｂ
　
一
貫
し
た
支
援
�
�

ｃ
　
継
続
的
な
支
援
　
　
　
　
　
ｄ
　
セ
ン
タ
ー
的
機
能
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次
の
文
は
，
特
別
支
援
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説
（
平
成
30年

３
月
）　
各
教
科
等
編
（
小
学
部
・

中
学
部
）　
第
４
章
　
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
の
各
教

科
　
第
２
節
　
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
に
お
け
る
指
導

の
特
徴
に
つ
い
て
　
３
　
指
導
の
形
態
に
つ
い
て
の
記
述
の
一
部
で
あ
る
。
文
中
の

ク
〜

サ
に
該
当
す
る
語
句
を
，
下
の
ａ
〜
ｄ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
生
徒
に
対
す
る
教
育
を
行
う
特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
は
，
児
童
生
徒

の
学
校
で
の
生
活
を
基
盤
と
し
て
，

ク
の
流
れ
に
即
し
て
学
ん
で
い
く
こ
と
が
効
果
的
で

あ
る
こ
と
か
ら
，
従
前
か
ら
，
日
常
生
活
の
指
導
，
遊
び
の
指
導
，
生
活
単
元
学
習
，
作
業
学
習
な

ど
と
し
て
実
践
さ
れ
て
き
て
お
り
，
そ
れ
ら
は
「
各
教
科
等
を
合
わ
せ
た
指
導
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　
各
教
科
等
を
合
わ
せ
て
指
導
を
行
う
こ
と
に
係
る
法
的
な
根
拠
は
，

ケ
第
130条

第
２

項
に
，
特
別
支
援
学
校
に
お
い
て
「
知
的
障
害
者
で
あ
る
児
童
若
し
く
は
生
徒
又
は
複
数
の
種
類
の

障
害
を
併
せ
有
す
る
児
童
若
し
く
は
生
徒
を
教
育
す
る
場
合
に
お
い
て
特
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
，

各
教
科
，
道
徳
科
，

コ
，
特
別
活
動
及
び
自
立
活
動
の

サ
に
つ
い
て
，
合
わ
せ

て
授
業
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ク
　
�ａ
　
発
達
や
指
導
　
　
　
　
ｂ
　
興
味
や
関
心
　
　
　
ｃ
　
学
習
や
生
活
�
�

ｄ
　
指
導
計
画
や
内
容

ケ
　
�ａ
　
教
育
基
本
法
　
　
　
　
ｂ
　
地
方
公
務
員
法
　
　
ｃ
　
学
校
教
育
法
施
行
令
�
�

ｄ
　
学
校
教
育
法
施
行
規
則

コ
　
�ａ
　
外
国
語
活
動
　
　
　
　
ｂ
　
学
級
活
動
　
　
　
　
ｃ
　
総
合
的
な
学
習
の
時
間
��

ｄ
　
総
合
的
な
探
究
の
時
間

サ
　
�ａ
　
全
部
又
は
一
部
　
　
　
ｂ
　
全
部
　
　
　
　
　
　
ｃ
　
一
部
��

ｄ
　
特
に
示
す
部
分
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４
　
高
知
県
教
育
委
員
会
で
作
成
し
た
「
高
知
県
の
特
別
支
援
教
育
　
す
べ
て
の
子
ど
も
が
輝
く
た
め
に
」

で
は
，
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
子
ど
も
た
ち
へ
の
切
れ
目
の
な
い
支
援
を
実
現
す
る
仕
組
み
と
し

て
次
の
図
を
示
し
て
い
る
。

　
　
図
中
の

シ
〜

ソ
に
当
て
は
ま
る
語
句
を
，
下
の
１
〜
７
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
な

さ
い
。

セ ス

シ

ソ
ソ

１
　
個
別
の
教
育
支
援
計
画
　
　
２
　
個
別
の
移
行
支
援
計
画
　
　
　
３
　
ア
セ
ス
メ
ン
ト
シ
ー
ト

４
　
つ
な
が
る
ノ
ー
ト
　
　
　
　
５
　
就
学
時
引
き
継
ぎ
シ
ー
ト
　
　
６
　
キ
ャ
リ
ア
・
パ
ス
ポ
ー
ト

７
　
支
援
引
き
継
ぎ
シ
ー
ト
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中学校　国語　　高等学校　国語

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ
正答 e c d e a b c e d a
配点 2 2 2 2 3 2 3 3 3 3
備考

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ
正答 d d a c b d a c e d
配点 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
備考

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ
正答 c b d d e a c e b e
配点 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
備考

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ
正答 d c a e b e a e
配点 3 3 3 3 3 3 3 4
備考

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ
正答 e c b a d
配点 3 3 3 3 3
備考

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ
正答 e b c b d
配点 3 3 3 3 3
備考

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ
正答 e a d c b
配点 3 3 3 3 3
備考

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ
正答 d e c b d b d c d a a 4 1 5 7
配点 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
備考

第６問
（特支）

第６問
（高等学校）

第1問

第2問

第3問

第４問

第５問

第６問
（中学校）


