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１．試験開始の合図があるまで，この冊子の中を見てはいけません。 

２．放送の指示にしたがって，問題冊子に受験番号・氏名を記入します。

次に，解答用紙の指定された場所にＱＲコードシールをはり，受験

番号・氏名を記入します。 

３．試験時間は 45分です。 

４．問題は，１ページから 14ページまで印刷してあります。試験が始

まったら最初に確認
かくにん

し，足りないページがあったら申し出てくだ

さい。 

５．答えはすべて解答用紙に記入してください。 

６．試験が終わった後，問題冊子・解答用紙とも回収します。 

７．記述問題では，指定された字数の８割以上は書いてください。ぬ

き出し問題では，指定された字数で答えてください。どちらの場

合も，句読点やかぎかっこなどの記号も字数にふくまれます。 

 

 

共立女子中学校 

注 意 
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あ

１
あ 
次
の
１
～
８
の ―

線
を
つ
け
た
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
、
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。 

  

１ 

先
生
は
ど
う
に
も
ナ
ッ
ト
ク
し
て
い
な
い
様
子
だ
。 

 

２ 

生
活
に
ゆ
と
り
が
で
き
た
の
で
、
将
来
の
た
め
に
ヨ
キ
ン
す
る
こ
と
に
し
た
。 

 

３ 

や
ぶ
か
ら
ボ
ウ
に
そ
ん
な
こ
と
を
言
い
出
さ
れ
て
も
困
る
。 

 

４ 

委
員
長
の
シ
ュ
ウ
ニ
ン
あ
い
さ
つ
は
熱
意
が
あ
っ
て
印
象
的
だ
っ
た
。 

 

５ 

ケ
ワ
し
い
山
道
を
登
る
と
、
急
に
視
界
が
ひ
ら
け
た
。 

 

６ 

優
勝
を
祝
う
垂
れ
幕
を
校
舎
に
か
ざ
ろ
う
。 

 

７ 

二
人
の
議
論
を
遠
巻
き
に
見
て
い
る
友
人
た
ち
に
声
を
か
け
た
。 

 

８ 

初
節
句
の
お
祝
い
に
祖
父
母
か
ら
ひ
な
人
形
が
お
く
ら
れ
た
。 
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２  
１
～
５
の
俳
句
の 

 
 

に
入
る
こ
と
ば
を
、
後
の
ア
～
エ
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
を
書
き
な
さ
い
。 

  

１ 
 

 
 

が
香
に
の
つ
と
日
の
出
る
山
路
か
な 

 
 

 
 

 
 

 

松
尾

ま

つ

お

芭
蕉

ば
し
ょ
う 

 

 
 

ア 

松 
 

 

イ 
梅 

 
 

ウ 

草 
 

 

エ 

杉す
ぎ 

  

２ 
 

 
 

の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

与
謝

よ

さ

蕪
村

ぶ

そ

ん 

 
 

ア 

夏 
 

 

イ 

菜 
 

 

ウ 
湯 

 
 

エ 

夜 

  

３ 

雀
す
ず
め

の
子
そ
こ
の
け
そ
こ
の
け
お 

 
 

が
通
る 

 
 

 
 

 
 

小
林

こ
ば
や
し

一
茶

い

っ

さ 

 
 

ア 

馬 
 

 

イ 

猿さ
る 

 
 

ウ 

鷹た
か 

 
 

エ 
車 

  

４ 

い
く
た
び
も 

 
 

の
深
さ
を
た
ず
ね
け
り 

 
 

 
 

 
 

 

正
岡
子
規 

 
 

ア 

池 
 

 

イ 

谷 
 

 

ウ 

眠ね
む

り 
 

エ 

雪 

  

５ 

をお

り
と
り
て
は
ら
り
と
お
も
き 

 
 

か
な 

 
 

 
 

 
 

 

飯
田
蛇
笏

い

い

だ

だ

こ

つ 

 
 

ア 

さ
く
ら 

 
 

イ 

や
な
ぎ 

 
 

ウ 

す
す
き 

 
 

エ 

き
く 
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３

  

次
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 
注
１

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ア
カ
デ
ミ
ア
に
通
っ
て
い
た
頃こ

ろ

、
授
業
が
終
わ
る
と
、
市
街
地
に
溢あ

ふ

れ
る
観
光
客
た
ち
を
避さ

け
る
た
め
に
、
遠
回
り
を
し
て
ア
ル

ノ
川
沿
い
の
道
を
通
っ
て
家
へ
戻も

ど

る
よ
う
に
し
て
い
た
。
日
本
は
ち
ょ
う
ど
注
２

バ
ブ
ル
の
最
中
だ
っ
た
が
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
い
う
街
に
は
日
本
人
の
団

体
客
を
は
じ
め
各
国
か
ら
観
光
客
が
絶
え
る
こ
と
は
な
く
、
寒
く
て
も
暑
く
て
も
、
年
中
ど
ん
な
時
期
に
も
、
世
界
中
か
ら
ル
ネ
サ
ン
ス
の
注
３

軌
跡

き

せ

き

を
求

め
て
集
ま
っ
た
人
々
で
賑に

ぎ

わ
っ
て
い
た
。
数
日
間
と
い
う
限
定
な
期
間
内
で
、
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
に
書
か
れ
た
名
所
を
時
間
の
許
す
限
り
観み

て
行
こ
う
と
い

う
意
気
込

い

き

ご

み
に
満
ち
、
浮う

き
足あ

し

立だ

つ
楽
し
げ
な
旅
人
の
中
を
縫ぬ

う
よ
う
に
歩
い
て
い
る
と
、
ふ
と
、
①

ど
う
し
て
自
分
は
こ
ん
な
観
光
地
に
暮
ら
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
疑
問
が
芽
生
え
る
こ
と
が
あ
っ
た
。 

 

家
族
や
知
人
の
勧す

す

め
で
、
本
格
的
な
絵
画
の
勉
強
を
す
る
な
ら
こ
こ
し
か
な
い
だ
ろ
う
と
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
移
っ
て
き
た
の
は
17

歳さ
い

の
時
だ
っ
た
が
、

そ
れ
か
ら
数
年
間
は
日
本
に
戻
り
も
せ
ず
、
自
分
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
は
一
切

い
っ
さ
い

拘か
か

わ
り
の
無
い
こ
の
街
に
馴
染

な

じ

む
た
め
に
、
と
に
か
く
必
死
に
日
々
を
過
ご
し
て

い
た
。
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
と
い
う
街
の
良
い
所
だ
け
を
観
る
観
光
客
の
よ
う
に
楽
し
い
思
い
出
だ
け
を
胸
に
残
し
て
自
分
の
国
に
帰
る
こ
と
が
も
う
許
さ
れ

な
い
と
い
う
自
覚
が
、
と
て
も
重
た
か
っ
た
。 

 

そ
の
日
は
そ
れ
ま
で
続
い
て
い
た
じ
り
じ
り
と
し
た
夏
の
日
差
し
が
や
っ
と
和や

わ

ら
ぎ
、
見
上
げ
た
空
は
、
私
が
幼
少
期
を
過
ご
し
た
北
海
道
を
注
４

彷
彿

ほ
う
ふ
つ

と
さ
せ
る
よ
う
な
、
ど
こ
ま
で
も
遠
く
透
明
感

と
う
め
い
か
ん

の
あ
る
青
さ
で
、
高
い
と
こ
ろ
に
う
っ
す
ら
と
だ
け
掛か

か
っ
た
鱗
雲

う
ろ
こ
ぐ
も

が
僅わ

ず

か
に
秋
の
気
配
を
仄ほ

の

め
か
し
て

い
た
。 

 

緑
色
に
う
ね
る
穏お

だ

や
か
な
川
の
流
れ
を
視
界
の
端は

し

に
留と

ど

め
て
い
る
と
、
そ
の
ま
ま
②

真ま

っ
直す

ぐ
家
に
帰
る
の
が
勿
体
無

も

っ

た
い

な

い
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
た
。

か
つ
て
そ
の
注
５

界
隈

か
い
わ
い

に
暮
ら
し
て
い
た
と
さ
れ
る
、
注
６

ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
と
そ
の
家
族
が
埋
葬

ま
い
そ
う

さ
れ
て
い
る
オ
ニ
サ
ン
テ
ィ
教
会
の
注
７

フ
ァ
サ
ー
ド
を

向
か
い
側
に
望
む
川
辺
裏
で
、
釣つ

り
を
し
て
い
る
親
子
が
目
に
入
っ
た
。
街
全
体
が
人
の
目
に
さ
ら
さ
れ
る
見
世
物
と
い
っ
て
い
い
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
街

中
で
、
そ
ん
な
ふ
う
に
生
活
感
を
漂

た
だ
よ

わ
せ
て
い
る
人
の
姿
が
な
ん
と
な
く
嬉う

れ

し
か
っ
た
し
、
③

ほ
っ
と
し
た
。 

 

川
伝
い
の
堀ほ

り

の
向
こ
う
か
ら
馴
染
み
の
あ
る
音
が
聴き

こ
え
て
き
た
。
岸
辺
の
草
の
茂し

げ

み
の
ど
こ
か
に
キ
リ
ギ
リ
ス
が
潜ひ

そ

ん
で
い
て
、
元
気
よ
く
羽
を
鳴

ら
し
て
い
る
。
そ
れ
は
イ
タ
リ
ア
に
や
っ
て
き
て
か
ら
聞
い
た
、
④

初
め
て
の
キ
リ
ギ
リ
ス
の
羽
音
だ
っ
た
。
私
は
塀へ

い

か
ら
下
を
覗の

ぞ

き
込こ

ん
で
、
そ
の
元

気
な
羽
音
が
響ひ

び

い
て
く
る
方
向
を
凝
視

ぎ
ょ
う
し

し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
か
ら
キ
リ
ギ
リ
ス
の
姿
が
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
私
は
そ
ん
な
自
分
の
仕
草
も
含ふ

く

め
て
、
か
つ
て
北
海
道
に
暮
ら
し
て
い
た
頃
、
短
い
春
か
ら
夏
の
期
間
を
毎
日
虫
探
し
に
明
け
暮
れ
、
時
間
さ
え
あ
れ
ば
野
原
や
森
の
中
で
過
ご
し
て
い

た
子
供
時
代
を
思
い
出
し
て
い
た
。
夫
を
亡な

く
し
た
母
は
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
の
団
員
で
、
家
に
い
る
時
間
は
ほ
ん
の
僅
か
だ
っ
た
。
夜よ

る

遅お
そ

く
ま
で
母
の
帰
り
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を
待
つ
私
の
寂さ

び

し
さ
を
注
８

払
拭

ふ
っ
し
ょ
く

し
て
く
れ
た
の
が
虫
の
羽
音
だ
っ
た
。 

 
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
暮
ら
し
始
め
て
か
ら
、
こ
の
国
の
言
語
だ
け
で
な
く
美
術
や
歴
史
を
学
習
し
、
イ
タ
リ
ア
人
の
宗
教
観
や
倫
理

り

ん

り

、
そ
し
て
彼か

れ

ら
の
習

慣
を
学
び
、
イ
タ
リ
ア
人
が
食
べ
る
も
の
を
毎
日
食
べ
、
と
に
か
く
自
分
の
中
か
ら
⑤

異
国
人
で
あ
る
と
い
う
負
担
を
な
る
べ
く
軽
減
し
た
く
て
懸
命

け
ん
め
い

だ

っ
た
私
は
、
ア
ル
ノ
川
の
縁へ

り

で
懐な

つ

か
し
い
キ
リ
ギ
リ
ス
の
羽
音
に
よ
っ
て
、
全
身
を
解ほ

ぐ

さ
れ
た
よ
う
な
心
地

こ

こ

ち

に
な
っ
た
。
自
分
と
は
縁え

ん

も
ゆ
か
り
も
な
い

土
地
に
来
て
し
ま
っ
た
と
い
う
戸
惑

と

ま

ど

い
や
畏お

そ

れ
を
払は

ら

い
の
け
よ
う
と
我
武
者
羅

が

む

し

ゃ

ら

に
な
っ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
キ
リ
ギ
リ
ス
は
遠
く
離は

な

れ
た
日
本
を
呼よ

び
戻も

ど

し
、
日
々
の
緊
張
感

き
ん
ち
ょ
う
か
ん

と
孤
独
感

こ

ど

く
か

ん

か
ら
救
っ
て
く
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。 

 

そ
の
羽
音
は
、
ま
だ
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
人
々
が
感
じ
取
っ
て
は
い
な
い
は
ず
の
、
夏
の
終
わ
り
を
告
げ
て
い
た
。
虫
の
音
で
季
節
の
移
り
変
わ
り
を

敏
感

び
ん
か
ん

に
察
知
す
る
の
は
、
虫
の
存
在
が
深
く
人
々
の
生
活
や
文
化
に
関
与

か

ん

よ

し
て
き
た
日
本
人
の
特
徴

と
く
ち
ょ
う

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
が
不
自
然
な
恰
好

か
っ
こ
う

で
塀
の

下
を
覗
き
込
ん
で
い
る
の
が
気
に
な
っ
た
の
か
、「
ど
う
し
た
の
？
」
と
通
り
す
が
り
の
夫
人
が
声
を
か
け
て
き
た
。
言
語
が
英
語
だ
っ
た
か
ら
、
お
そ
ら

く
観
光
客
だ
ろ
う
。
「
虫
の
羽
音
で
す
」
と
答
え
る
と
、
そ
の
人
は
⑥

そ
の
言
葉
の
意
図
を
捉と

ら

え
ら
れ
な
か
っ
た
不
思
議
そ
う
な
表
情
で
、
一
瞬

い
っ
し
ゅ
ん

私
と
同
じ

よ
う
に
壁か

べ

の
向
こ
う
を
覗
き
込
ん
だ
あ
と
で
、
何
も
言
わ
ず
に
そ
の
場
を
立
ち
去
っ
て
行
っ
た
。 

 

イ
タ
リ
ア
人
で
あ
る
夫
も
や
は
り
虫
と
い
う
生
き
物
に
は
特
別
な
感
情
を
持
た
な
い
し
、
む
し
ろ
全
く
と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
関
心
が
な
い
。
私
が
今

で
も
昆
虫

こ
ん
ち
ゅ
う

図
鑑

ず

か

ん

な
ど
を
熱
心
に
見
て
い
る
と
「
君
は
奇
妙

き
み
ょ
う

な
も
の
に
関
心
が
あ
る
ん
だ
ね
」
と
、
寒
気
が
す
る
の
か
両
腕

り
ょ
う
う
で

を
さ
す
る
真
似

ま

ね

を
す
る
。
イ

タ
リ
ア
で
は
秋
の
虫
の
羽
音
も
日
本
人
の
よ
う
に
、
キ
リ
ギ
リ
ス
や
松
虫
、
鈴
虫

す
ず
む
し

、
な
ど
と
い
っ
た
分
類
は
で
き
な
い
。
ど
れ
も
こ
れ
も
皆み

な

一

様
に
⑦

「
コ
オ
ロ
ギ
」
と
い
う
固
有
名
詞
で
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
。 

そ
れ
ぞ
れ
微
妙

び
み
ょ
う

に
音
が
違ち

が

う
か
ら
よ
く
聞
い
て
み
て
、
と
ず
い
ぶ
ん
い
ろ
ん
な
人

に
耳
を
澄す

ま
し
て
も
ら
お
う
と
試
み
た
が
、
相
手
に
し
て
く
れ
た
の
は
小
さ
な
子
供
た
ち
く
ら
い
だ
っ
た
。 

 

そ
ん
な
あ
る
日
、
夫
が
仕
事
の
帰
り
に
美
し
い
ガ
ラ
ス
細
工
の
よ
う
な
イ
ト
ト
ン
ボ
を
道
端

み
ち
ば
た

で
見
つ
け
た
と
言
っ
て
持
っ
て
帰
っ
て
き
た
こ
と
が
あ
っ

た
。
「
君
、
好
き
な
ん
で
し
ょ
う
、
こ
う
い
う
の
」
と
素
っ
気
な
い
が
、
ま
だ
生
き
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
イ
ト
ト
ン
ボ
を
私
の
手
の
ひ
ら
に
の
せ
る

と
「
よ
く
見
る
と
綺
麗

き

れ

い

だ
ね
」 

と
呟

つ
ぶ
や

い
た
。
ふ
と
し
た
時
に
、
こ
の
国
に
お
い
て
終
始
異
国
人
で
あ
り
続
け
る
私
の
育
っ
た
国
の
感
性
を
、
土
地
の
人

が
さ
さ
や
か
な
が
ら
で
も
リ
ス
ペ
ク
ト
し
て
く
れ
る
の
は
、
や
は
り
⑧

嬉
し
い
こ
と
で
も
あ
る
。 

 
 

（
ヤ
マ
ザ
キ 

マ
リ
『

扉
と
び
ら

の
向
う
側
』
マ
ガ
ジ
ン
ハ
ウ
ス 

に
よ
る
） 
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注
１ 

フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
ア
カ
デ
ミ
ア 

＝ 

イ
タ
リ
ア
の
都
市
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
あ
る
国
立
ア
カ
デ
ミ
ア
美
術
学
院 

 
 

 

注
２ 

バ
ブ
ル 

＝ 

バ
ブ
ル
景
気
。
一
九
九
〇
年
頃
、
一
定
期
間
続
い
た
好
景
気 

 
 

 
注
３ 

軌
跡 

＝ 

名
残

な

ご

り 

 
 

 

注
４ 
彷
彿
と
さ
せ
る 

＝ 

思
い
う
か
べ
さ
せ
る 

 
 

 

注
５ 
界
隈 

＝ 

周
辺 

 
 

 

注
６ 

ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ 

＝ 

イ
タ
リ
ア
の
画
家 

 
 

 

注
７ 

フ
ァ
サ
ー
ド 
＝ 

建
物
の
正
面 

 
 

 

注
８ 

払
拭 

＝ 

消
し
去
る 

 

１ 
―
―

線
①
「
ど
う
し
て
自
分
は
こ
ん
な
観
光
地
に
暮
ら
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
私
」
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
感
じ
て
い
る
の
で
す
か
。
そ
の

理
由
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
書
き
な
さ
い
。 

 

ア 

短
時
間
で
す
べ
て
の
名
所
を
見
よ
う
と
浮
き
足
立
つ
人
た
ち
の
姿
が
あ
さ
は
か
で
い
や
ら
し
く
見
え
た
か
ら 

 

イ 

楽
し
そ
う
な
観
光
客
を
見
て
、
苦
労
し
て
異
国
の
生
活
に
し
が
み
つ
く
自
分
を
不
思
議
に
思
っ
た
か
ら 

 

ウ 

か
つ
て
と
ち
が
い
、
観
光
客
が
多
く
落
ち
着
き
が
な
く
な
っ
た
街
の
様
子
が
い
や
に
な
っ
た
か
ら 

 

エ 

縁
も
ゆ
か
り
も
な
い
異
国
の
地
へ
成
り
行
き
で
来
た
こ
と
を
ふ
い
に
後
悔

こ
う
か
い

し
た
か
ら 

 

オ 

今
ま
で
こ
の
地
に
馴
染
も
う
と
し
て
き
た
こ
と
が
ば
か
ば
か
し
く
感
じ
ら
れ
た
か
ら 

 

２ 
―
―

線
②
「
真
っ
直
ぐ
家
に
帰
る
の
が
勿
体
無
い
と
い
う
気
持
ち
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
私
」
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
気
持
ち
を
い
だ
い
た
の
で
す
か
。
そ
の
理

由
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
書
き
な
さ
い
。 

 

ア 

異
国
の
地
で
あ
る
の
に
故
郷
の
懐
か
し
さ
を
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
不
思
議
な
気
配
を
感
じ
た
か
ら 

 

イ 

観
光
客
と
同
じ
よ
う
に
た
だ
良
い
所
だ
け
を
見
て
楽
し
む
日
が
あ
っ
て
も
よ
い
よ
う
に
感
じ
た
か
ら 

 

ウ 

故
郷
を
遠
く
離
れ
て
が
ん
ば
っ
て
い
る
自
分
を
な
ぐ
さ
め
て
あ
げ
よ
う
と
思
い
立
っ
た
か
ら 

 

エ 

故
郷
の
地
で
は
感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
神
秘
的
な
空
気
を
存
分
に
味
わ
い
た
い
と
思
っ
た
か
ら 

 

オ 

日
々
の
生
活
に
追
わ
れ
て
忘
れ
て
い
た
芸
術
へ
の
情
熱
を
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
た
か
ら 
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３ 
―
―

線
③
「
ほ
っ
と
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
私
」
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
感
じ
た
の
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選

び
、
記
号
で
書
き
な
さ
い
。 

 

ア 
観
光
地
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
生
活
で
き
る
地
で
あ
る
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら 

 

イ 

親
子
の
姿
に
か
つ
て
の
自
分
の
姿
を
ど
こ
と
な
く
重
ね
て
見
る
こ
と
が
で
き
た
か
ら 

 

ウ 

国
や
民
族
が
ち
が
っ
て
も
親
子
の
情
愛
は
変
わ
ら
な
い
も
の
だ
と
感
じ
た
か
ら 

 

エ 

自
分
と
同
じ
よ
う
に
こ
の
地
で
日
々
を
過
ご
し
て
い
る
人
々
が
い
る
と
実
感
で
き
た
か
ら 

 

オ 

親
子
の
姿
を
見
て
、
あ
く
せ
く
働
か
な
く
て
も
生
活
が
成
り
立
つ
こ
と
が
分
か
っ
た
か
ら 

 

４ 
―
―

線
④
「
初
め
て
の
キ
リ
ギ
リ
ス
の
羽
音
」
と
あ
り
ま
す
が
、
「
私
」
は
「
初
め
て
の
キ
リ
ギ
リ
ス
の
羽
音
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
か
。

次
の
中
か
ら
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の

．
．
．
．
．
．
．
．
．
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
書
き
な
さ
い
。 

 

ア 

過
去
の
自
分
を
思
い
出
さ
せ
る
も
の 

 

イ 

親
し
み
を
感
じ
さ
せ
る
も
の 

 

ウ 

孤
独
感
を
強
め
る
も
の 

 

エ 

心
を
ほ
ぐ
し
て
く
れ
る
も
の 

 

オ 

こ
の
街
と
自
分
を
つ
な
げ
る
も
の 

 

５ 
―
―

線
⑤
「
異
国
人
で
あ
る
と
い
う
負
担
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
書
き

な
さ
い
。 

 

ア 

文
化
や
風
習
、
価
値
観
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
生
じ
る
違
和
感

い

わ

か

ん

や
疎
外
感

そ
が
い
か
ん 

 

イ 

宗
教
観
や
感
性
の
ち
が
い
な
ど
に
よ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
優
越
感

ゆ
う
え
つ
か
ん 

 

ウ 

生
活
習
慣
や
考
え
方
の
ち
が
い
か
ら
発
生
す
る
嫌
悪
感

け
ん
お
か
ん

や
劣
等
感

れ
っ
と
う
か
ん 

 

エ 

芸
術
に
対
す
る
態
度
や
評
価
の
ち
が
い
か
ら
生
ま
れ
る
障
害 

 

オ 

民
族
を
こ
え
て
文
化
・
芸
術
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
緊
張
感 
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Ｂ

け

れ

ど

、

Ａ

と

い

う

こ

と 20

16

６ 
―
―

線
⑥
「
そ
の
言
葉
の
意
図
を
捉
え
ら
れ
な
か
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
次
の
（ 

）
に
あ
て
は
ま
る
か
た
ち
に
し
て

具
体
的

．
．
．
に
説
明
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
「
言
葉
」
と
「
行
動
」
と
い
う
こ
と
ば
を
必
ず
用
い
る
こ
と
。 

 

（ 
Ａ 

二
十
字
以
内 

）
け
れ
ど
、 

（ 

Ｂ 

二
十
五
字
以
内 

）
と
い
う
こ
と 

  
 

（
下
書
き
用
） 

          

７ 
―
―

線
⑦
「
『
コ
オ
ロ
ギ
』
と
い
う
固
有
名
詞
で
片
付
け
ら
れ
て
し
ま
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し

い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
書
き
な
さ
い
。 

 

ア 

羽
音
を
さ
せ
る
虫
は
秋
の
お
と
ず
れ
を
告
げ
る
虫
と
し
て
親
し
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と 

 

イ 

秋
に
羽
音
を
さ
せ
る
虫
は
す
べ
て
ひ
と
く
く
り
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と 

 

ウ 

秋
の
虫
と
し
て
「
コ
オ
ロ
ギ
」
が
も
っ
と
も
有
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と 

 

エ 

「
コ
オ
ロ
ギ
」
な
ど
の
羽
音
を
さ
せ
る
虫
が
き
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と 

 

オ 

秋
の
訪
れ
を
告
げ
る
虫
は
す
べ
て
神
聖
な
も
の
と
し
て
大
切
に
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と 
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８ 
―
―

線
⑧
「
嬉
し
い
こ
と
で
も
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
の
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
記
号
で
書
き
な
さ
い
。 

 

ア 
美
し
い
も
の
に
興
味
が
な
い
は
ず
の
夫
が
「
私
」
の
こ
と
を
思
っ
て
お
く
り
物
を
し
て
く
れ
た
こ
と 

 

イ 

美
意
識
の
高
い
イ
タ
リ
ア
人
で
あ
る
夫
が
「
私
」
の
感
性
や
才
能
を
高
く
評
価
し
て
く
れ
た
こ
と 

 

ウ 

「
私
」
の
意
見
に
反
対
し
て
い
た
夫
が
表
面
上
だ
け
で
も
「
私
」
に
歩
み
寄
っ
て
く
れ
た
こ
と 

 

エ 

異
国
の
地
で
孤
独
を
感
じ
て
い
た
「
私
」
に
夫
が
よ
り
そ
い
な
が
ら
励は

げ

ま
し
て
く
れ
た
こ
と 

 

オ 

異
国
人
と
し
て
生
き
る
「
私
」
の
感
性
を
夫
が
理
解
し
よ
う
と
努
め
、
共
感
し
て
く
れ
た
こ
と 
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４ 
 

次
の
文
章
は
、
資
料
の
中
に
挙
げ
た
「
熨
斗

の

し

」
に
関
す
る
も
の
で
す
。
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

       

「
熨
斗
」
と
聞
い
て
す
ぐ
に
熨
斗
の
姿
を
思お

も

い
浮う

か
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
か
？ 

ご
祝
儀

し
ゅ
う
ぎ

袋
ぶ
く
ろ

の
右
上
に
付
い
て
い
る
も
の
が
い
わ
ゆ
る
「
熨
斗
」
で

す
。
贈お

く

り
も
の
を
購
入

こ
う
に
ゅ
う

し
た
と
き
、
店
員
の
方
に
「
熨
斗
紙

の

し

が

み

を
お
掛か

け
し
ま
す
か
？
」
と
尋た

ず

ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
熨
斗
紙
と
は
水
引

と
熨
斗
の
図
柄

ず

が

ら

が
描え

が

か
れ
た
紙
全
体
の
こ
と
を
指
し
、
熨
斗
と
は
、
右
上
に
描
か
れ
た
小
さ
な
飾か

ざ

り
単
体
の
こ
と
を
示
し
ま
す
。
熨
斗
紙
の
場
合
、
主
役
は

水
引
で
は
な
く
、
熨
斗
な
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
熨
斗
が
描
か
れ
て
い
な
い
水
引
の
み
の
紙
は
「
掛
け
紙
」
と
言
い
ま
す
。 

実
は
、
熨
斗
は
全
て
の
贈
り
も
の
に
付
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
①

付
け
て
良
い
と
き
、
悪
い
と
き
が
あ
り
ま
す
。 

 

贈
り
も
の
は
「
贈
答
品

ぞ
う
と
う
ひ
ん

」
や
「
進
物
」
な
ど
の
呼
び
方
が
あ
り
ま
す
が
、
古
く
か
ら
こ
れ
ら
進
物
に
は
熨
斗
が
欠
か
せ
な
い
存
在
で
し
た
。 

 

『
定
本
柳
田

や
な
ぎ
た

國
男

く

に

お

集 

第
十
四
巻
』（
柳
田
國
男 

著
／
筑
摩

ち

く

ま

書
房

し
ょ
ぼ
う

）
の
「
の
し
の
起
源
」
の
項こ

う

に
は
こ
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。 

  

人
々
に
我
々
が
物
を
贈
る
と
き
、
必
ず
ノ
シ
と
い
ふう

も
の
を
添
へえ

る
こ
と
は
、
暫

し
ば
ら

く
日
本
に
滞
在

た
い
ざ
い

し
た
外
国
人
な
ら
ば
皆み

な

知
っ
て
居
る
。
し
か
し
其そ

の

起お
こ

り

と
か
も
と
の
趣
意

し

ゅ

い

と
か
を
尋
ね
よ
う
と
す
る
と
大
抵

た
い
て
い

の
日
本
人
に
は
も
う
説
明
が
出
来
ぬ
や
う

よ

う

に
な
り
か
け
て
居
る
。 

『
の
し
の
起
源
』
柳
田
國
男 

 

資料 

（小笠原流礼法による生徒作品） 

② 

熨斗
の し
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柳
田
國
男
が
生
き
た
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
前
期
に
は
、
す
で
に
大
抵
の
日
本
人
が
熨
斗
を
説
明
で
き
な
か
っ
た
と
言
う
の
で
す
。
そ
し
て
そ
れ
ま
で
、

あ
ま
り
に
も
普
通

ふ

つ

う

で
当
た
り
前
の
も
の
で
あ
っ
た
熨
斗
が
時
代
の
変
化
に
と
も
な
い
注
１

形
骸
化

け

い

が
い

か

し
て
、
大
切
な
文
化
の
意
味
が
途
切

と

ぎ

れ
て
し
ま
っ
た
と
続

い
て
い
ま
す
。
そ
れ
で
も
完
全
に
無
く
な
ら
ず
、
今
に
残
っ
て
い
る
熨
斗
に
は
日
本
人
が
大
切
に
し
て
き
た
何
か
が
秘ひ

め
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。 

 

熨
斗
は
お
め
で
た
い
と
き
だ
け
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
お
中
元
や
お
歳
暮

せ

い

ぼ

は
お
め
で
た
い
も
の
で
な
く
て
も
熨
斗
紙
を
掛
け
ま
す
。
熨
斗
と
は
真
心

の
こ
も
っ
た
贈
り
も
の
の
印
な
の
で
す
。
お
見
舞

み

ま

い
の
進
物
や
注
２

金
封

き
ん
ぷ
う

に
は
、「
の
し
＝
伸の

ば
す
」
と
い
う
言
葉
の
イ
メ
ー
ジ
か
ら
「
病
気
を
引
き
延
ば
す
」

を
連
想
さ
せ
る
の
で
、
熨
斗
を
付
け
な
い
こ
と
が
今
で
は
一
般
的

い
っ
ぱ
ん
て
き

と
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
来
は
お
見
舞
い
の
種
類
に
よ
っ
て
は
熨
斗
を
つ
け
て
良
い
の
で

す
。 そ

れ
で
は
真
心
の
こ
も
っ
た
贈
り
も
の
の
印
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
少
し
ず
つ
掘ほ

り
下さ

げ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

熨
斗
を
よ
く
見
て
み
る
と
、
折
ら
れ
た
紙
に
、
黄
色
く
細
長
い
も
の
が
包
ま
れ
て
い
ま
す
。
実
は
こ
れ
は
、
鮑

あ
わ
び

の
代
用
品
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
も

の
で
す
。
そ
う
、
高
級
で
美
味

お

い

し
い
貝
の
鮑
で
す
。
も
と
も
と
は
、
本
物
の
鮑
が
包
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
本
物
の
鮑
と
い
っ
て
も
生
で
は
な
く
、
乾
燥

か
ん
そ
う

さ
せ

て
薄う

す

く
伸
ば
し
た
鮑
を
用
い
て
お
り
、
一
般

い
っ
ぱ
ん

に
は
「
の
し
」
と
称

し
ょ
う

さ
れ
て
い
ま
す
が
、
本
来
は
「
熨
斗

の

し

鮑
あ
わ
び

」
が
正
し
い
呼
び
方
で
す
。 

〈 

③
Ａ 

〉
熨
斗
と
は
、
柄え

の
付
い
た
底
が
平
ら
な
焼
物
の
容
器
に
炭
火
を
盛
り
、
そ
の
熱
で
衣
類
の
皺し

わ

を
伸
ば
す
道
具
で
し
た
。
今
で
言
う
と
ア
イ

ロ
ン
の
こ
と
で
す
。「 

④
ａ 

」
は
火
で
伸の

し
て
押お

さ
え
温
め
る
と
い
う
意
味
で
、「 

④
ｂ 

」
は
ひ
し
ゃ
く
の
こ
と
で
す
。「
火ひ

熨
斗

の

し

」
と
も
言
わ
れ

ま
す
。
鮑
を
薄
く
伸
ば
す
「
伸
す
」
と
「
熨
斗
」
の
言
葉
が
重
な
り
「
熨
斗
鮑
」
と
定
着
し
た
よ
う
で
す
。 

 

贈
り
も
の
に
「
鮑
」
と
は
少
し
不
思
議
な
感
じ
が
す
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
背
景
に
は
「
ナ
マ
グ
サ
」
の
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。 

日
本
で
は
古
く
か
ら
、
新
鮮

し
ん
せ
ん

な
山
海
の
も
の
を
神
様
に
捧さ

さ

げ
る
風
習
が
あ
り
、
私
た
ち
の
暮
ら
し
の
中
で
も
「
美
物

び

ぶ

つ

進
上

し
ん
じ
ょ
う

」
と
言
わ
れ
、
美
物
と
は
魚
や
鳥

の
こ
と
で
吉
事

き

ち

じ

の
際
は
欠
か
せ
な
い
も
の
で
し
た
。
こ
れ
ら
が
「
生
ぐ
さ
い
も
の
＝
ナ
マ
グ
サ
」
で
す
。
現
在
で
も
結
婚

け
っ
こ
ん

披
露

ひ

ろ

う

宴え
ん

で
は
お
刺
身

さ

し

み

や
ス
テ
ー
キ
な

ど
魚
や
お
肉
類
を
い
た
だ
く
の
も
、
大
相
撲

お
お
ず
も
う

の
優
勝
力
士
が
両
手
に
大
き
な
鯛た

い

を
持
つ
の
も
、
吉
事
に
は
ナ
マ
グ
サ
が
欠
か
せ
な
い
か
ら
な
の
で
す
。 

逆
に
凶
事

き
ょ
う
じ

と
さ
れ
る
、
人
が
亡な

く
な
っ
た
と
き
に
は
、
宗
教
や
宗
派
に
よ
っ
て
も
異
な
り
ま
す
が
、
魚
や
鳥
な
ど
の
肉
類
を
避さ

け
て
野
菜
や
豆
類
を
調
理
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し
た
精
進

し
ょ
う
じ
ん

料
理

り
ょ
う
り

が
並
び
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、「
ナ
マ
グ
サ
」
は
吉
事
と
凶
事
を
分
け
る
存
在
な
の
で
す
。 

ナ
マ
グ
サ
の
代
表
と
さ
れ
た
の
が
鮑
で
す
。
本
来
は
熨
斗
鮑
が
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
段
々
と
簡
略
化
さ
れ
た
熨
斗
と
な
り
、
そ
し
て
印
刷
さ
れ
た

熨
斗
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。 

 

な
ぜ
鮑
が
ナ
マ
グ
サ
の
代
表
と
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
鮑
に
は
不
老
不
死
の
願
い
が
込こ

め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
中
国
か
ら
伝
わ
っ
た
伝
説
に
「
九
穴

く

け

つ

の
ア
ワ
ビ
」
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
食
べ
る
と
永
遠
の
生
命
を
授さ

ず

か
る
と
さ
れ
る

幻
ま
ぼ
ろ
し

の
鮑
の
話
で
す
。
通
常
の
鮑
の
貝
に
は
表
面
に
呼
水
孔

こ

す

い
こ

う

と
呼
ば
れ
る

穴
が
四
個
か
ら
五
個
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
も
穴
が
九
個
あ
る
鮑
が
存
在
す
る
と
言
う
の
で
す
。 

永
遠
の
生
命
を
運
ん
で
く
る
海
の
波
、
そ
れ
は
常
世

と

こ

よ

の
波
と
呼
ば
れ
ま
す
が
、
古
代
日
本
人
は
は
る
か
東
の
海
の
彼
方

か

な

た

か
ら
常
世
の
波
が
打
ち
寄
せ
て
く

る
と
信
じ
て
い
ま
し
た
。
注
３

天あ
ま

照
て
ら
す

大
御
神

お

お

み
か

み

は
、
伊
勢

い

せ

の
国
は
常
世
の
波
が
幾
重

い

く

え

に
も
寄
せ
て
く
る
立
派
で
美
し
い
国
な
の
で
、
伊
勢

い

せ

神
宮

じ
ん
ぐ
う

に
注
４

鎮
座

ち

ん

ざ

さ
れ

る
と
決
め
た
の
で
す
。
鮑
が
豊
富
に
獲と

れ
る
こ
と
で
も
有
名
な
伊
勢
の
海
。
こ
の
よ
う
に
、
鮑
は
永
遠
の
生
命
を
願
う
不
老
不
死
の
象

徴

し
ょ
う
ち
ょ
う

な
の
で
す
。 

伊
勢
神
宮
の
神
宮

じ
ん
ぐ
う

徴
ち
ょ
う

古
館

こ

か

ん

に
隣
接

り
ん
せ
つ

す
る
神
宮
農
業
館
に
は
鮑
の
展
示
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

⑤

贈
り
物
の
「
の
し
」
は
ア
ワ
ビ
を
干
し
た
の
を
用
い
る
の
が
正
式
で
す
。
清
浄

せ
い
じ
ょ
う

さ
と
不
老

ふ

ろ

う

長
寿

ち
ょ
う
じ
ゅ

を
祈い

の

っ
て
の
シ
ン
ボ
ル
で
す
。 

 

熨
斗
を
吉
事
の
「
お
め
で
た
い
と
き
に
つ
け
る
も
の
」
と
考
え
る
の
は
間
違

ま

ち

が

い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
め
で
た
い
も
の
一
択

い
っ
た
く

で
は
な
い
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
根
幹
と
な
る
考
え
方
は
「
こ
の
贈
り
も
の
は
、
あ
な
た
の
健
康
（
不
老
長
寿
）
と
幸
せ
を
願
っ
て
、
真
心
を
こ
め
た
清
ら
か
な
品
物
で
あ
る
」
と
い

う
相
手
を
想お

も

う
心
の
現
れ
な
の
で
す
。
そ
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
熨
斗
が
付
け
ら
れ
る
の
で
す
。 

―

中
略―

 

現
在
で
は
、
金
封
や
熨
斗
紙
の
右
上
に
脇
役

わ
き
や
く

の
よ
う
に
さ
り
気
な
く
付
け
ら
れ
る
存
在
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
本
来
は
贈
り
も
の
と
し
て
の
主
役
だ
っ
た

の
で
す
。 

貴
と
う
と

い
も
の
で
あ
っ
た
熨
斗
鮑
の
名
残

な

ご

り

を
今
で
も
端
々

は
し
ば
し

に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
昔
は
茣
蓙

ご

ざ

や
む
し
ろ
の
上
で
鮑
を
伸
し
た
の
で
、
熨
斗
鮑
に
は

「
熨
斗
目

の

し

め

」
と
呼
ば
れ
る
ゴ
ザ
模
様
の
跡あ

と

が
残
り
ま
し
た
。
現
在
も
注
５

結
納
品

ゆ
い
の
う
ひ
ん

な
ど
で
使
用
さ
れ
る
塩
化
ビ
ニ
ー
ル
製
の
代
用
品
に
も
、
し
っ
か
り
と
刻

ま
れ
た
熨
斗
目
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
一
説
に
は
、
通
貨
で
あ
っ
た
大
判
小
判
の
表
面
に
も
横
に
走
る
模
様
が
刻
ま
れ
て
あ
り
ま
す
が
、
こ
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れ
も
熨
斗
目
、
〈 

③
Ｂ 

〉
ゴ
ザ
目
の
跡
だ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
の
し
」
と
一
筆
で
書
か
れ
た
も
の
は
鮑
を
剥む

い
た
帯
状
の
形
に
由
来
す
る
な
ど
、

現
在
で
も
熨
斗
鮑
の
面
影

お
も
か
げ

を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

時
代
を

遡
さ
か
の
ぼ

っ
て
熨
斗
の
あ
ゆ
み
を
見
て
き
ま
し
た
が
、
も
と
も
と
鮑
は
常
世
の
波
が
運
ん
で
き
た
不
老
不
死
の
シ
ン
ボ
ル
で
、
神
様
へ
捧
げ
る
神
聖
な

お
供
え
も
の
で
し
た
。
お
供
え
も
の
、
そ
れ
こ
そ
が
真
心
の
こ
も
っ
た
清
ら
か
な
る
「
神
様
へ
の
贈
り
も
の
」
で
あ
っ
た
の
で
す
。 

時
代
と
と
も
に
、
贈
答
様
式
が
様
々
に
変
化
し
そ
れ
に
伴

と
も
な

っ
て
慰
斗
の
あ
り
方
も
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
が
、
い
つ
の
時
代
も
相
手
を
想
い
そ
の
心
を
形

と
し
て
表
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
も
少
し
ず
つ
変
化
を
続
け
な
が
ら
、
し
か
し
、
⑥

本
来
の
意
味
を
絶
や
さ
ず
に
継
承

け
い
し
ょ
う

し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
思

い
ま
す
。 

（
長
浦

な
が
う
ら 

ち
え
『
結
ぶ
、
祈
る
、
贈
る
、
日
本
の
か
た
ち 

日
本
水
引
』
誠
文
堂
新
光
社 

に
よ
る
） 

  
 

 

注
１ 

形
骸
化 

＝ 

実
質
的
な
意
味
や
機
能
が
失
わ
れ
、
形
だ
け
が
残
る
状
態 

 
 

 

注
２ 

金
封 

＝ 

冠
婚
葬
祭

か
ん
こ
ん
そ
う
さ
い

の
際
に
金
銭
を
包
む
た
め
に
用
い
ら
れ
る
封
筒

ふ
う
と
う

、
ま
た
は
折
り
紙 

 
 

注
３ 

天
照
大
御
神 

＝ 

伊
勢
神
宮
に
祭
ら
れ
て
い
る
最
も
位
が
高
い
神 

 
 

注
４ 

鎮
座 

＝ 

神
様
が
一
定
の
場
所
に
し
ず
ま
っ
て
い
る
こ
と 

 
 

注
５ 

結
納
品 

＝ 

婚
約

こ
ん
や
く

成
立
の
し
る
し
に
と
り
か
わ
す
品
物 

 

１ 
―
―

線
①
「
付
け
て
良
い
と
き
、
悪
い
と
き
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
付
け
て
良
い
と
き
」
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
す
べ
て

．
．
．
選
び
、
記
号
で
書

き
な
さ
い
。 

 

ア 

お
世
話
に
な
っ
て
き
た
恩
師
に
お
歳
暮
を
贈
る
と
き 

 

イ 

退
院
す
る
人
が
快
気
祝
い
を
贈
る
と
き 

 

ウ 

結
婚
式
で
ご
祝
儀
を
お
渡 わ

た

し
す
る
と
き 

 

エ 

人
が
亡
く
な
っ
た
際
に
お
香
典

こ
う
で
ん

を
包
む
と
き 
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２ 
 

② 
 

の
部
分
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
書
き
な
さ
い
。 

 
ア 

明
治
時
代
に
す
で
に
、
「
贈
答
品
」
や
「
進
物
」
を
送
る
際
に
熨
斗
を
使
う
こ
と
が
ま
れ
で
あ
っ
た
こ
と 

 

イ 
熨
斗
の
本
来
の
意
味
は
か
な
り
以
前
か
ら
忘
れ
ら
れ
た
ま
ま
、
熨
斗
紙
が
使
い
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と 

 

ウ 
熨
斗
の
重
要
性
は
ま
す
ま
す
軽 か

ろ

ん
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
尊
い
文
化
の
断
絶
が
危 あ

や

ぶ
ま
れ
て
い
た
こ
と 

 

エ 

近
年
は
明
治
、
大
正
、
昭
和
と
受 う

け
継 つ

が
れ
て
き
た
文
化
が
近
年
再
び
注
目
を
集
め
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と 

 

オ 

か
つ
て
の
日
本
人
は
、
熨
斗
の
も
と
の
意
味
を
理
解
し
て
正
し
く
熨
斗
を
使
用
し
、
贈
り
物
を
し
て
い
た
こ
と 

 

３ 

〈 

③
Ａ 

〉・
〈 
③
Ｂ 

〉
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
ば
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
、
記
号
で
書
き
な
さ
い
。 

 

ア 

と
こ
ろ
が 

 
 

イ 
す
な
わ
ち 

 
 

ウ 

そ
れ
と
も 

 
 

エ 

そ
も
そ
も 

 
 

オ 

と
も
か
く 

 

４ 
 

④
ａ 

・ 

④
ｂ 

に
当
て
は
ま
る
漢
字
一
字
を
文
章
中
か
ら
ぬ
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 

５ 
―
―

線
⑤
「
贈
り
物
の
『
の
し
』
は
ア
ワ
ビ
を
干
し
た
の
を
用
い
る
の
が
正
式
で
す
。
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も

の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
書
き
な
さ
い
。 

 

ア 

ア
ワ
ビ
に
ま
つ
わ
る
、
食
べ
る
と
永
遠
の
生
命
を
授
か
る
と
い
う
伝
説
に
あ
や
か
る
た
め 

 

イ 

ア
ワ
ビ
は
日
本
近
海
で
豊
富
に
獲
れ
、
伊
勢
神
宮
に
供
え
ら
れ
る
海
産
物
で
あ
る
た
め 

 

ウ 

ア
ワ
ビ
は
魚
や
鳥
を
避
け
て
神
様
に
捧
げ
も
の
を
す
る
際
に
大
変
重
宝
さ
れ
て
い
た
た
め 

 

エ 

ア
ワ
ビ
は
手
軽
に
乾
燥
さ
せ
て
薄
く
伸
ば
す
こ
と
が
で
き
、
贈
り
物
に
付
け
る
の
に
便
利
だ
っ
た
た
め 

 

オ 

ア
ワ
ビ
を
剥
い
た
帯
状
の
形
は
縁
起

え

ん

ぎ

が
よ
く
、
脇
役
と
し
て
熨
斗
紙
に
添 そ

え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
か
っ
た
た
め 

 

６ 
―
―

線
⑥
「
本
来
の
意
味
を
絶
や
さ
ず
に
継
承
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
だ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
次
の
文
の
（ 

）
に
あ
て
は

ま
る
か
た
ち
に
し
て
説
明
し
な
さ
い
。 

 

熨
斗
は
も
と
も
と
、
（ 

Ａ 

二
十
五
字
以
内 

）
で
あ
っ
た
鮑
を
起
源
と
し
て
お
り
、
贈
り
物
に
熨
斗
を
付
け
る
こ
と
で
、
（ 

Ｂ 

二
十
字
以
内 

）

べ
き
だ
と
い
う
こ
と 
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（
下
書
き
用
） 

             

７ 

こ
の
文
章
の
構
成
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
書
き
な
さ
い
。 

 

ア 

柳
田
國
男
が
す
で
に
指
摘

し

て

き

し
て
い
た
問
題
点
を
引
用
し
な
が
ら
、
熨
斗
が
今
で
も
贈
り
物
に
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
疑
問
を
投
げ
か
け
、
現
在
の
社
会
の

価
値
観
に
則
し
た
新
し
い
贈
り
物
の
文
化
を
提
唱
し
て
い
る
。 

 

イ 

熨
斗
を
付
け
る
の
に
は
ふ
さ
わ
し
い
場
面
と
ふ
さ
わ
し
く
な
い
場
面
が
あ
る
こ
と
を
対
比
し
な
が
ら
、
な
ぜ
贈
り
物
に
熨
斗
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
か
歴
史
的
な
経
緯

け

い

い

を
追
っ
て
解
説
し
て
い
る
。 

 

ウ 

熨
斗
紙
が
ど
の
よ
う
な
場
面
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
を
解
説
し
、
言
葉
の
由
来
に
ふ
れ
な
が
ら
、
な
ぜ
鮑
が
熨
斗
と
な
っ
た
の
か
を
説
明
す
る
こ
と
で
、
そ

の
価
値
を
伝
え
て
い
る
。 

 

エ 

熨
斗
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
の
か
、
工
程
を
く
わ
し
く
説
明
し
た
う
え
で
、
正
し
く
は
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
べ
き
か
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、
誤

解
さ
れ
て
い
る
現
在
の
使
わ
れ
方
に
つ
い
て
批
判
し
て
い
る
。 

 

オ 

ほ
と
ん
ど
の
人
が
正
確
に
理
解
で
き
て
は
い
な
い
熨
斗
の
歴
史
を
、
い
に
し
え
の
伝
承
か
ら
ひ
も
と
き
、
現
在
の
形
に
な
る
ま
で
ど
の
よ
う
に
発
展
し
た
の

か
を
解
説
す
る
と
と
も
に
、
熨
斗
の
新
し
い
あ
り
方
を
示
し
て
い
る
。 

 

（
問
題
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
す
） 
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