
【
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

】，【
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

４
年

度
（

令
和

３
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
八
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　

昼
夜
ケ
ン
コ
ウ
で
突
貫
工
事
を
行
っ
た
。

ア

a　

ケ
ン
ヤ
ク
を
旨
と
し
た
質
素
な
生
活
を
送
る
。

b　

投
手
が
塁
上
の
走
者
を
ケ
ン
セ
イ
す
る
。

c　

今
回
の
出
来
事
は
世
に
広
く
ケ
ン
デ
ン
さ
れ
た
。

d　

設
立
の
た
め
の
ケ
ン
パ
ク
書
を
出
す
。

e　

選
手
と
監
督
を
ケ
ン
ニ
ン
す
る
。

⑵　

創
立
百
周
年
を
記
念
し
て
、
ソ
ウ
ゴ
ン
な
式
典
が
催
さ
れ
た
。

イ

a　

会
社
の
ソ
ウ
ム
課
に
、
扶
養
書
類
を
提
出
す
る
。

b　

友
達
の
話
に
、
思
わ
ず
ソ
ウ
ゴ
ウ
を
崩
し
て
し
ま
っ
た
。

c　

ソ
ウ
シ
ョ
体
で
文
字
を
書
く
。

d　

夏
の
間
は
軽
井
沢
の
ベ
ッ
ソ
ウ
で
暮
ら
す
。

e　

冬
は
カ
ン
ソ
ウ
す
る
の
で
、
風
邪
に
注
意
が
必
要
だ
。

⑶　

相
手
の
油
断
を
つ
い
て
、
背
後
か
ら
キ
シ
ュ
ウ
を
か
け
る
。

ウ

a　

歌
舞
伎
の
シ
ュ
ウ
メ
イ
披
露
公
演
が
行
わ
れ
た
。

b　

皆
に
推
さ
れ
て
、
派
閥
の
リ
ョ
ウ
シ
ュ
ウ
に
な
っ
た
。

c　

英
語
の
シ
ュ
ウ
ジ
法
に
つ
い
て
、
高
校
で
学
ぶ
。

d　

大
き
な
銀
行
の
頭
取
に
シ
ュ
ウ
ニ
ン
す
る
。

e　

引
退
試
合
に
勝
っ
て
、
ユ
ウ
シ
ュ
ウ
の
美
を
飾
っ
た
。

⑷　

キ
カ
ク
外
の
サ
イ
ズ
の
封
筒
を
使
う
。

エ

a　

人
工
衛
星
の
キ
ド
ウ
を
制
御
す
る
。

b　

キ
キ
歌
謡
の
研
究
を
行
う
。

c　

昨
日
は
カ
イ
キ
月
食
が
見
ら
れ
る
日
だ
っ
た
。

d　

会
社
の
キ
ソ
ク
に
従
っ
て
取
り
扱
う
。

e　

俳
句
を
作
る
上
で
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
は
、
適
切
な
キ
ゴ
を
用
い
る
こ
と
だ
。



二
八
の
二

２　

次
の
⑴
・
⑵
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

読
み
方
の
間
違
っ
て
い
る
熟
語
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

オ

ａ　

思し

惟い
　
　

ｂ　

充ゅ

填

じ
 
う
て
ん　

　

ｃ　

誤ご

謬
び
ゅ
う　

　

ｄ　

巷こ
う

間か
ん　

　

ｅ　

批ひ

准す
い

⑵　

「
毀
」
と
い
う
漢
字
の
総
画
数
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　

十
画　
　

b　

十
一
画　
　

c　

十
二
画　
　

d　

十
三
画　
　

e　

十
四
画

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　

一
日
千
秋　

→　

一
日
が
千
年
に
思
え
る
ほ
ど
待
ち
遠
し
い
気
持
ち
。

b　

会
者
定
離　

→　

会
う
者
は
必
ず
別
れ
る
運
命
に
あ
る
こ
と
。

c　

自
家
撞
着　

→　

自
分
自
身
の
意
見
に
最
後
ま
で
固
執
す
る
こ
と
。

d　

一
朝
一
夕　

→　

き
わ
め
て
短
い
時
間
。

e　

虚
心
坦
懐　

→　

何
の
わ
だ
か
ま
り
も
な
く
、
さ
っ
ぱ
り
し
た
心
。

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　

仕
事
が
き
つ
く
て
、
少
し
働
い
た
だ
け
で
顎
を
出
し
た
。

b　

追
い
詰
め
ら
れ
た
彼
は
、
尻
を
ま
く
っ
て
逃
げ
出
し
た
。

c　

余
り
に
内
容
が
難
し
す
ぎ
て
、
自
分
の
手
に
余
る
課
題
だ
っ
た
。

d　

あ
れ
だ
け
一
生
懸
命
働
い
た
の
に
、
雀
の
涙
ほ
ど
の
退
職
金
し
か
出
な
か
っ
た
。

e　

彼
は
辣
腕
の
刑
事
で
、
解
決
し
た
難
事
件
は
十
指
に
余
る
。



二
八
の
三

４　

次
の
⑴
・
⑵
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　

次
の
各
文
に
含
ま
れ
る
「
よ
う
」
に
つ
い
て
、
推
量
の
用
法
で
使
わ
れ
て
い
る
助
動
詞
「
よ
う
」

を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

ケ

a　

私
も
彼
に
な
ら
っ
て
、
絵
を
描
い
て
み
よ
う
。

b　

彼
の
心
情
は
、
容
易
に
理
解
さ
れ
よ
う
。

c　

君
も
み
ん
な
と
一
緒
に
、
サ
ッ
カ
ー
の
練
習
を
し
よ
う
。

d　

問
題
が
や
さ
し
す
ぎ
た
よ
う
で
、
み
ん
な
点
が
い
い
。

e　

毎
日
、
英
語
の
学
習
を
継
続
的
に
し
よ
う
。

⑵　

次
の
各
文
に
含
ま
れ
る
「
さ
え
」
に
つ
い
て
、
類
推
の
用
法
で
使
わ
れ
て
い
る
副
助
詞
「
さ
え
」

を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

コ

a　

あ
の
ミ
ス
さ
え
な
け
れ
ば
勝
て
て
い
た
だ
ろ
う
。

b　

コ
ー
ヒ
ー
さ
え
あ
れ
ば
よ
い
。

c　

こ
の
薬
さ
え
飲
め
ば
治
る
。

d　

風
の
上
に
雨
さ
え
降
り
出
し
た
。

e　

水
さ
え
の
ど
を
通
ら
な
い
。



二
八
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
八
の
五



二
八
の
六 　　　　　　　　　　　　

（
八
木
沢
敬
「
『
論
理
』
を
分
析
す
る
」
に
よ
る
。
一
部
省
略
等
が
あ
る
）

１　

傍
線
部
①
「
釣
り
鐘
を
つ
く
の
に
裁
縫
針
を
使
っ
た
り
、
ボ
タ
ン
を
つ
け
る
の
に
撞
木
を
使
う
の
は

喜
劇
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
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
。

ア

a　

道
具
は
、
そ
の
目
的
に
応
じ
て
理
に
か
な
っ
た
使
い
分
け
が
必
要
で
、
目
的
を
取
り
違
え
て
裁
縫

針
や
撞
木
を
使
う
の
は
目
的
達
成
か
ら
は
程
遠
く
滑
稽
で
あ
る
か
ら
。

b　

道
具
は
、
本
来
、
達
成
す
べ
き
目
的
に
応
じ
て
使
い
方
の
工
夫
が
求
め
ら
れ
、
裁
縫
針
や
撞
木
を

工
夫
な
く
用
い
る
の
は
安
易
な
発
想
で
し
か
な
く
論
外
で
あ
る
か
ら
。

c　

道
具
は
、
そ
の
目
的
達
成
に
向
け
て
よ
り
最
適
な
選
択
を
す
る
必
要
が
あ
り
、
何
の
意
図
も
な
く

裁
縫
針
と
撞
木
を
持
っ
て
く
る
の
は
甚
だ
迷
惑
な
冗
談
で
あ
る
か
ら
。

d　

道
具
は
、
そ
も
そ
も
目
的
達
成
の
た
め
に
複
数
の
種
類
か
ら
選
択
可
能
で
、
こ
こ
で
は
裁
縫
針
と

撞
木
の
使
用
だ
け
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
自
体
が
お
か
し
い
か
ら
。

e　

道
具
は
、
目
的
達
成
の
必
要
性
か
ら
苦
心
し
て
発
明
さ
れ
た
も
の
で
、
裁
縫
針
と
撞
木
を
間
違
っ

て
使
う
の
は
も
と
の
発
明
者
の
こ
と
を
侮
辱
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。

２　

文
章
中
の

②

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
。

イ

a　

し
た
が
っ
て

b　

た
だ
し

c　

ま
た

d　

す
な
わ
ち

e　

だ
が



二
八
の
七

３　

傍
線
部
③
「
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ル
」
は
、
「
実
際
的
。
実
用
的
。
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
カ
タ
カ
ナ

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
。 

ウ

a　

ア
イ
ロ
ニ
ー　
　

…
…
皮
肉
。
あ
て
こ
す
り
。

b　

プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ　

…
…
原
始
的
な
さ
ま
。
素
朴
な
さ
ま
。

c　

ラ
ジ
カ
ル　
　
　

…
…
根
本
的
。
急
進
的
。

d　

カ
オ
ス　
　
　
　

…
…
混
沌
。
大
混
乱
。

e　

オ
プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
…
…
厭
世
主
義
。
悲
観
論
。

４　

傍
線
部
④
「
わ
た
し
た
ち
が
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
向
か
い
合
う
際
に
使
う
道
具
に
論
理
性
は
属
す
る
」

と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
な
ぜ
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　

わ
た
し
た
ち
は
目
の
前
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
対
応
す
る
時
、
意
図
的
に
論
理
を
取
捨
選
択
し
て
お

り
、
そ
の
論
理
性
は
論
理
を
使
う
わ
た
し
た
ち
の
技
量
に
依
存
す
る
特
徴
で
あ
る
か
ら
。

ｂ　

わ
た
し
た
ち
は
目
の
前
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
対
処
す
る
時
、
そ
の
目
的
達
成
に
適
っ
た
論
理
を
使

い
分
け
て
お
り
、
そ
の
論
理
性
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
へ
の
対
処
方
法
の
特
徴
で
あ
る
か
ら
。

ｃ　

わ
た
し
た
ち
は
目
の
前
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
向
き
合
う
時
、
解
決
に
必
要
な
論
理
を
選
択
し
て
お

り
、
そ
の
論
理
性
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
論
理
の
両
方
に
包
摂
さ
れ
る
特
徴
で
あ
る
か
ら
。

ｄ　

わ
た
し
た
ち
は
異
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
出
会
っ
た
時
、
無
意
識
に
論
理
を
選
別
し
て
お
り
、
そ

の
論
理
性
は
わ
た
し
た
ち
の
都
合
で
使
う
論
理
を
支
え
る
本
質
的
な
特
徴
で
あ
る
か
ら
。

ｅ　

わ
た
し
た
ち
は
異
な
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
対
峙
す
る
時
、
そ
の
距
離
を
保
ち
俯
瞰
的
に
論
理
を
選

ん
で
お
り
、
そ
の
論
理
性
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
中
に
は
存
在
し
な
い
特
徴
で
あ
る
か
ら
。

５　

傍
線
部
⑤
「
真
理
」
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
。

オ

a　

悲
哀

b　

往
還

c　

世
論

d　

無
恥

e　

合
掌
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６　

傍
線
部
⑥
「
論
理
の
非
リ
ア
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
の
「
論
理
学
」
と
「
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
」

の
関
係
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　

論
理
学
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
無
縁
な
人
工
物
に
す
ぎ
ず
、
わ
た
し
た
ち
が
働
き
を
統
御
し
て
い
る
。

b　

論
理
学
は
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
実
像
と
し
て
存
在
し
、
わ
た
し
た
ち
と
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
い
る
。

c　

論
理
学
は
わ
た
し
た
ち
の
す
ぐ
そ
ば
に
存
在
し
て
お
り
、
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
は
壁
を
隔
て
て
い
る
。

d　

論
理
学
は
わ
た
し
た
ち
と
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
挟
ま
れ
て
お
り
、
双
方
か
ら
完
全
に
独
立
し
て
い
る
。

e　

論
理
学
は
わ
た
し
た
ち
と
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
の
あ
い
だ
に
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
に
依
存
し
て
い
る
。

７　

傍
線
部
⑦
「
お
か
ど
ち
が
い
だ
」
の
文
章
中
に
お
け
る
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
。

キ

a　

役
不
足
だ　
　

b　

ぶ
し
つ
け
だ

c　

非
常
識
だ

d　

見
当
ち
が
い
だ

e　

奇
抜
だ

８　

傍
線
部
⑧
「
こ
の
事
実
」
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
。

ク

a　

道
具
の
価
値
は
、
人
間
と
は
独
立
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
あ
る
対
象
と
の
距
離
感
で
決
ま
る
こ
と
。

b　

道
具
の
機
能
は
、
人
間
と
は
独
立
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
あ
る
対
象
へ
の
関
わ
り
方
で
決
ま
る
こ
と
。

c　

道
具
の
価
値
は
、
対
象
と
な
る
独
立
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
特
徴
へ
の
正
し
い
理
解
で
決
ま
る
こ
と
。

d　

道
具
の
機
能
は
、
技
術
の
進
歩
が
対
象
と
の
関
わ
り
を
超
え
た
域
ま
で
到
達
し
た
か
で
決
ま
る
こ

と
。

e　

道
具
の
機
能
は
、
対
象
と
の
関
係
よ
り
も
発
明
す
る
側
の
人
間
の
試
行
錯
誤
に
よ
っ
て
決
ま
る
こ

と
。

９　

文
章
中
の

⑨

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
。

ケ

a　

使
用
す
る
人
に
か
ん
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

b　

ノ
コ
ギ
リ
に
か
ん
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

c　

樫
の
木
に
か
ん
す
る
リ
ア
リ
テ
ィ
ー

d　

ノ
コ
ギ
リ
の
性
質
に
見
合
っ
た
デ
ザ
イ
ン

e　

樫
の
木
の
性
質
に
見
合
っ
た
デ
ザ
イ
ン
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10　

本
文
の
論
の
展
開
や
表
現
上
の
工
夫
に
つ
い
て
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
。

コ

a　

結
論
の
明
示
か
ら
始
ま
り
、
本
論
で
は
逐
一
そ
の
論
拠
と
な
る
具
体
的
な
個
別
の
事
例
を
挙
げ
な

が
ら
詳
し
く
説
明
し
、
最
後
に
再
び
同
様
の
結
論
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。

b　

一
つ
の
立
場
の
紹
介
か
ら
始
め
、
関
連
す
る
他
の
立
場
や
考
え
方
に
つ
い
て
も
例
を
挙
げ
な
が
ら

自
身
の
見
解
を
述
べ
つ
つ
、
最
後
は
別
の
立
場
を
援
用
す
る
こ
と
で
論
の
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。

c　

最
初
に
筆
者
と
異
な
る
第
一
の
立
場
を
示
し
て
、
そ
れ
を
含
む
第
二
、
第
三
の
立
場
に
つ
い
て
も

反
証
に
よ
っ
て
全
否
定
し
、
最
後
は
第
四
の
立
場
と
し
て
新
し
い
提
案
を
行
っ
て
い
る
。

d　

批
判
的
な
視
点
か
ら
既
存
の
主
た
る
立
場
や
考
え
に
つ
い
て
懐
疑
的
に
捉
え
直
す
こ
と
で
論
を
展

開
し
、
最
後
に
、
今
後
、
議
論
す
べ
き
点
や
方
向
性
を
提
起
す
る
形
で
読
者
に
呼
び
か
け
て
い
る
。

e　

序
論
と
本
論
に
お
い
て
比
喩
を
多
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
難
解
な
理
論
や
専
門
用
語
へ
の
読
者
の

抵
抗
感
を
和
ら
げ
、
最
後
に
示
す
筆
者
独
自
の
結
論
へ
の
賛
同
を
促
し
て
い
る
。

11　

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
。

サ

a　

論
理
は
人
工
的
に
発
明
さ
れ
た
道
具
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
論
理
の
非
リ
ア
リ
ズ
ム
を
そ
の
ま
ま
受

け
入
れ
る
態
度
を
保
つ
こ
と
で
、
論
理
学
と
い
う
学
問
に
お
け
る
主
題
も
よ
り
明
確
に
な
る
。

b　

論
理
は
人
間
の
発
明
で
あ
っ
て
も
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
内
在
す
る
た
め
、
そ
れ
を
使
い
こ
な
す
に
は

対
象
を
客
観
的
に
分
析
し
、
わ
た
し
た
ち
の
あ
い
だ
へ
と
引
き
寄
せ
る
工
夫
が
求
め
ら
れ
る
。

c　

論
理
が
人
間
に
よ
っ
て
発
明
さ
れ
た
道
具
だ
と
し
て
も
、
論
理
性
は
あ
く
ま
で
対
象
の
リ
ア
リ

テ
ィ
ー
に
内
在
す
る
性
質
で
あ
る
た
め
、
そ
の
有
用
性
も
対
象
と
の
関
係
に
よ
り
制
限
さ
れ
る
。

d　

論
理
と
道
具
に
は
類
似
点
が
多
い
か
ら
こ
そ
、
実
際
に
道
具
が
使
わ
れ
て
い
る
対
象
と
の
関
係
性

を
相
対
的
に
捉
え
て
共
通
点
を
見
つ
け
れ
ば
、
論
理
学
に
お
い
て
新
た
な
発
見
に
つ
な
が
る
。

e　

論
理
の
道
具
説
だ
け
で
な
く
、
新
た
に
道
具
の
対
応
説
も
受
け
入
れ
て
論
理
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
追

究
す
る
意
義
に
つ
い
て
再
考
し
な
い
と
、
論
理
の
実
体
は
不
明
瞭
な
も
の
に
な
り
か
ね
な
い
。
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３
問　

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

　     

 

 
 （

『
今
鏡
』
昔
話
第
九
「
葦
た
づ
」
に
よ
る
）

大
納
言
延
光
＝
醍
醐
帝
の
孫
、
保
明
親
王
の
子
。

所
の
雑
色
＝
蔵
人
所
に
所
属
す
る
雑
色
の
こ
と
。

禄
＝
ご
祝
儀
。

内
蔵
寮
＝
中
務
省
に
属
し
、
供
進
の
服
な
ど
を
つ
か
さ
ど
る
。

釋
奠
＝
毎
年
二
月
と
八
月
に
大
学
寮
で
行
わ
れ
る
孔
子
の
祭
典
。

鶴
九
つ
の
皐
に
鳴
く
＝ 『
詩
経
』
小
雅
に
あ
る
「
鶴
鳴
」
の
詩
に
由
来
す
る
。
「
鶴
鳴
」
に
は
「
鶴
鳴
于

九
皐
」
の
句
が
あ
り
、
「
曲
が
れ
る
沢
に
鶴
が
鳴
く
」
の
意
。

蓬
が
島
＝ 

蓬
莱
山
。
三
神
山
の
一
。
中
国
の
伝
説
で
、
東
海
中
に
あ
っ
て
仙
人
が
住
み
、
不
老
不
死
の

地
と
さ
れ
る
霊
山
。

霞
の
袂
い
ま
だ
逢
は
ず
＝
仙
人
に
逢
い
得
な
い
。
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１　

傍
線
部
①
「
年
頃
」
、
⑤
「
ひ
が
ご
と
」
の
こ
こ
で
の
意
味
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
。

①
「
年
頃
」

ア

a　

現
在
の
と
こ
ろ

b　

過
去
に
は

c　

最
近
は

d　

時
々
は

e　

長
年
の
間

⑤
「
ひ
が
ご
と
」

イ

a　

間
違
い

b　

ね
た
み

c　

意
地
悪

d　

う
ぬ
ぼ
れ

e　

ひ
ね
く
れ

２　

傍
線
部
②
「
い
と
ほ
し
み
あ
る
べ
か
り
け
る
を
ば
」
の
解
釈
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　

素
直
で
気
が
利
く
性
格
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず

b　

文
章
が
大
変
難
解
で
よ
く
理
解
も
で
き
な
い
の
に

c　

貧
困
に
あ
え
ぐ
生
活
を
し
て
い
る
に
も
関
わ
ら
ず

d　

格
調
が
高
く
家
の
筋
目
も
高
貴
で
あ
る
の
に

e　

目
を
か
け
て
も
よ
い
ほ
ど
の
出
来
栄
え
な
の
に

３　

傍
線
部
③
「
こ
と
わ
り
申
す
限
り
な
く
て
」
と
あ
る
が
、
誰
の
ど
の
よ
う
な
状
態
の
こ
と
を
言
っ
て

い
る
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　

藤
原
雅
材
が
宮
中
で
決
定
し
た
人
事
に
異
を
唱
え
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
か
っ
た
こ
と
。

b　

大
納
言
延
光
が
天
皇
に
弁
解
を
申
し
上
げ
る
と
き
も
な
か
っ
た
こ
と
。

c　

藤
原
雅
材
が
大
納
言
延
光
に
事
情
を
説
明
す
る
ひ
ま
も
な
か
っ
た
こ
と
。

d　

大
納
言
延
光
が
蟄
居
し
て
い
た
事
情
を
小
舎
人
に
説
明
す
る
よ
う
な
状
況
に
は
な
か
っ
た
こ
と
。

e　

藤
原
雅
材
が
天
皇
か
ら
直
接
言
葉
を
賜
る
よ
う
な
機
会
が
な
か
っ
た
こ
と
。
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４　

傍
線
部
④
「
せ
」
の
文
法
的
な
説
明
と
し
て
正
し
い
も
の
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な

さ
い
。

オ

a　

使
役
の
助
動
詞
「
す
」
の
連
用
形

b　

サ
行
変
格
活
用
動
詞
「
す
」
の
未
然
形

c　

過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
未
然
形

d　

尊
敬
の
助
動
詞
「
す
」
の
連
用
形

e　

四
段
活
用
動
詞
「
な
ら
す
」
の
已
然
形
活
用
語
尾

５　

傍
線
部
⑥
「
か
ゝ
る
事
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
。
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　

藤
原
雅
材
が
い
つ
の
間
に
か
家
主
の
局
に
棲
み
つ
い
て
い
た
こ
と
。

b　

家
主
や
雑
色
が
枇
杷
の
大
納
言
延
光
に
思
わ
ぬ
恥
を
か
か
さ
れ
た
こ
と
。

c　

蔵
人
所
の
雑
色
が
自
分
が
蔵
人
に
な
っ
た
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
っ
た
こ
と
。

d　

藤
原
雅
材
が
こ
っ
そ
り
と
雑
色
の
姉
妹
の
も
と
に
通
っ
て
い
た
こ
と
。

e　

怒
っ
た
家
主
が
忍
ん
で
通
っ
て
い
た
男
を
局
か
ら
追
い
出
し
た
こ
と
。

６　

傍
線
部
⑦
「
雲
の
上
」
が
こ
こ
で
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
。

キ

a　

蔵
人
の
頭

b　

公
卿

c　

帝

d　

雑
色

e　

大
納
言

７　

文
章
中
の

Ａ

に
入
る
語
句
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　

う
れ
し
き

b　

い
と
ほ
し
き

c　

を
か
し
き

d　

う
る
は
し
き

e　

あ
り
が
た
き
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８　

傍
線
部
⑧
「
そ
の
作
り
た
り
け
る
詩
」
に
つ
い
て
述
べ
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　

深
い
沢
で
鳴
く
鶴
の
よ
う
に
、
自
分
も
自
由
に
空
を
飛
び
回
り
、
や
り
た
い
こ
と
を
気
ま
ま
に
続

け
て
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
希
望
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

b　

自
ら
を
鶴
に
た
と
え
、
名
君
に
出
逢
う
こ
と
も
な
い
ま
ま
、
無
為
に
時
間
だ
け
が
過
ぎ
老
い
て

い
っ
て
し
ま
う
と
い
う
現
状
に
対
す
る
む
な
し
さ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

c　

そ
の
昔
、
東
方
の
海
に
存
在
し
た
と
い
う
蓬
莱
山
で
は
、
不
思
議
な
力
を
持
つ
仙
人
に
出
逢
う
と

望
み
が
叶
う
と
い
う
伝
説
に
対
す
る
憧
れ
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

d　

叶
い
も
し
な
い
大
き
な
望
み
を
抱
い
て
時
を
過
ご
し
て
い
る
う
ち
に
、
自
分
の
容
貌
は
い
た
ず
ら

に
衰
え
て
し
ま
っ
た
と
い
う
後
悔
の
念
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

e　

奥
深
い
沢
で
鶴
が
い
く
ら
鳴
い
て
も
、
誰
の
耳
に
も
届
か
な
い
だ
ろ
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
も
構

わ
な
い
と
い
う
達
観
し
た
気
持
ち
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

９　

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　

枇
杷
の
大
納
言
延
光
は
蔵
人
の
頭
と
し
て
村
上
天
皇
の
信
頼
も
厚
か
っ
た
が
、
優
れ
た
人
物
を
き

ち
ん
と
見
極
め
ら
れ
な
く
て
天
皇
の
怒
り
を
買
い
、
蟄
居
を
命
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。

b　

御
倉
の
小
舎
人
は
、
蔵
人
所
の
雑
色
の
家
を
探
し
当
て
た
の
だ
が
、
家
主
の
娘
の
夫
で
あ
る
雑
色

に
蔵
人
の
任
命
に
つ
い
て
正
し
い
情
報
を
伝
え
ら
れ
ず
、
家
主
を
怒
ら
せ
て
し
ま
っ
た
。

c　

家
主
も
蔵
人
所
の
雑
色
も
、
蔵
人
に
任
命
さ
れ
た
喜
び
の
あ
ま
り
、
親
し
い
縁
者
を
大
勢
集
め
て

盛
大
に
披
露
の
た
め
の
宴
を
催
し
、
客
か
ら
ご
祝
儀
を
も
ら
っ
た
。

d　

藤
原
雅
材
は
そ
の
才
を
村
上
天
皇
に
見
い
だ
さ
れ
た
が
、
蔵
人
に
任
命
さ
れ
出
仕
す
る
際
、
困
窮

し
た
状
態
に
置
か
れ
た
の
で
、
い
ろ
い
ろ
と
立
派
な
衣
服
を
賜
る
こ
と
と
な
っ
た
。

ｅ　

藤
原
雅
材
は
、
中
国
の
故
事
に
な
ぞ
ら
え
自
分
の
才
を
ひ
そ
か
に
自
負
し
て
い
た
の
で
、
い
つ
か

必
ず
天
皇
に
詩
文
の
才
能
を
認
め
ら
れ
て
出
仕
す
る
日
が
く
る
と
じ
っ
と
我
慢
し
て
い
た
。
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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
。

　

子 

列 

子 

窮
ス

。
容 

貌
ニ

有
二 リ

飢 

色
一。
客

ニ

有
下 リ

言
二 フ

之
ヲ

於 

鄭て
い

ノ

子 

陽
一 ニ

者
上

。
曰

ク

、

「
列 

御 
寇

ハ

①

蓋 

有 

衟 

之 

士 

也
。
居

二 リ
テ

君 

之 

國
一 ニ

而 

窮
ス

。
君 

無
二 カ

ラ
ン

乃
チ

爲
一レ ス

不
レ ト

好
レ マ

士
ヲ

乎
ト

。
」

②

鄭 

子 

陽 

卽 

令 

官 

遺 

之 

粟
。

　

子 

列 

子 

見
二

使 
者

一 ヲ

、
③

再 

拜 

而 

辭
。
使 

者 

去
ル

。
子 

列 

子 

入
ル

。
其

ノ

妻 

望
レ ン

デ

之
ヲ

而 

拊う

レ チ
テ

心む
ね

ヲ

曰
ク

、
「
妾 

聞
ク

、
爲

二 レ
バ

有 

衟 

者 

之 

妻 

子
一 ト

、
皆 

得
二 ト

佚い
つ 

樂ら
く

一 ヲ

。
今

ハ

有
二 リ

飢 

色
一

。
④

君 

過 

而 

遺 

先 

生 

食
、
先 

生 

不
レ

受
ケ

。
⑤

豈

不 

命 

邪
。
」

　

子 

列 

子 

笑
ヒ
テ

謂
レ ヒ

テ

之
ニ

曰
ク

、「
A

ハ

非
二 ザ

ル

自
ラ

知
一レ ル

ニ

B
ヲ

也
。
以

二 テ
シ
テ

人 

之 

言
一 ヲ

而 

遺お
く

二 ル

我
ニ

粟
一 ヲ

。
至

二 ツ
テ

其
ノ

罪
一レ ス

ル
ニ

我
ヲ

也
、

 
且

レ ニ

以
二 テ

セ
ン
ト

人 

之 

言
一 ヲ

。
此

レ

吾
ノ 

所
二

-

以 

不
一レ ル

受
ケ

也
ト

。
」

　

其
レ

⑥

卒 

民 

果
タ
シ
テ

作お
こ

レ シ
テ

難
ヲ

而 

殺
二 セ

リ

子 

陽
一 ヲ

。

（
『
荘
子
』　

譲
王
第
二
十
八
に
よ
る
）

子
列
子
＝
列
子
に
さ
ら
に
子
を
加
え
て
尊
崇
の
意
を
示
し
た
呼
称
。

鄭
子
陽
＝
鄭
の
宰
相
。
鄭
は
春
秋
時
代
の
国
。

粟
＝
穀
物
。

１　

傍
線
部
①
「
蓋
」
、
⑥
「
卒
」
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
。

①
「
蓋
」

ア

　

a　

が
い
し
て

ｂ　

す
な
は
ち

ｃ　

そ
も
そ
も

ｄ　

け
だ
し

ｅ　

い
は
ゆ
る
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⑥
「
卒
」

イ

　

a　

こ
と
ご
と
く

b　

す
べ
て
の

c　

つ
ひ
に

d　

や
は
り

e　

さ
い
ご
は

２　

文
章
中
の

A

お
よ
び

Ｂ

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
。

ウ

a　

Ａ

…

官　
　

Ｂ

…

客

b　

Ａ

…

妾　
　

Ｂ

…

民

c　

Ａ

…

子　
　

Ｂ

…

客

d　

Ａ

…

皆　
　

Ｂ

…

子

e　

Ａ

…

君　
　

Ｂ

…

我

３　

傍
線
部
②
「
鄭
子
陽
卽
令
官
遺
之
粟
」
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　

鄭
子
陽
卽
ち
官
を
し
て
之
に
粟
を
遺
ら
し
む

b　

鄭
子
陽
卽
ち
官
を
遺
は
し
之
に
粟
せ
ん
と
す

c　

鄭
子
陽
卽
ち
官
に
之
の
粟
を
遺
ら
し
む

d　

鄭
子
陽
卽
ち
官
を
遺
は
し
之
の
粟
を
あ
た
へ
し
め
ん

e　

鄭
子
陽
卽
ち
官
に
之
の
粟
を
遺
ら
し
め
ん
と
す

４　

傍
線
部
③
「
再
拜
而
辭
」
の
解
釈
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　

二
度
も
依
頼
を
さ
れ
た
が
結
局
断
っ
た
。

b　

丁
寧
な
礼
を
尽
く
し
て
辞
退
し
た
。

c　

二
度
も
命
を
受
け
た
の
で
謹
ん
で
拝
聴
し
た
。

d　

丁
寧
な
応
対
を
し
て
辞
去
し
た
。

e　

何
度
も
お
願
い
を
し
て
帰
っ
て
も
ら
っ
た
。
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５　

傍
線
部
④
「
君
過
而
遺
先
生
食
」
の
「
過
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
か
。
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　

自
分
の
過
失
を
認
め
る

ｂ　

過
分
な
も
の
を
提
供
す
る

ｃ　

能
力
以
上
の
評
価
を
す
る

ｄ　

優
れ
た
人
材
を
登
用
す
る

ｅ　

気
が
つ
か
ず
見
過
ご
す

６　

傍
線
部
⑤
「
豈
不
命
邪
」
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　

鄭
の
子
陽
は
一
国
の
宰
相
ま
で
務
め
る
人
物
で
あ
る
の
に
、
最
初
か
ら
子
列
子
の
人
柄
を
評
価
し

よ
う
と
し
な
か
っ
た
か
ら
。

b　

時
流
を
読
ん
で
適
切
な
行
動
を
し
て
い
か
な
い
と
、
命
な
ど
い
く
つ
あ
っ
て
も
足
り
な
い
の
に
、

子
列
子
は
そ
れ
が
わ
か
っ
て
い
な
い
か
ら
。

c　

鄭
の
子
陽
か
ら
せ
っ
か
く
認
め
て
も
ら
う
絶
好
の
機
会
だ
っ
た
の
に
、
子
列
子
が
た
め
ら
っ
て
い

る
う
ち
に
、
そ
の
機
会
を
失
っ
た
か
ら
。

d　

鄭
の
国
の
政
治
に
参
画
す
る
せ
っ
か
く
の
機
会
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
の
に
、
子
列
子
が
使
者
に
対

し
て
ゆ
と
り
を
持
っ
た
対
応
を
し
て
い
る
か
ら
。

e　

道
を
体
得
し
た
人
の
妻
や
子
で
あ
れ
ば
、
み
ん
な
安
楽
に
暮
し
て
い
け
る
と
聞
い
て
い
た
の
に
、

実
際
は
困
窮
し
た
生
活
を
し
て
い
る
か
ら
。

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　

子
列
子
は
賢
人
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
治
の
実
権
を
と
る
鄭
の
子
陽
が
列
子
を
礼
遇
し
な

い
の
は
何
故
な
の
か
と
民
衆
に
批
判
さ
れ
た
の
で
、
子
陽
は
非
を
認
め
て
列
子
に
謝
罪
し
た
。

b　

列
御
寇
は
有
道
の
士
で
あ
り
、
そ
の
名
声
は
あ
た
り
に
鳴
り
響
い
て
い
た
の
で
、
列
御
寇
を
鄭
の

国
の
宰
相
に
登
用
す
べ
き
で
あ
る
と
遊
説
者
が
子
陽
に
進
言
し
た
。

c　

子
列
子
の
妻
は
夫
の
振
る
舞
い
を
批
判
し
、
鄭
の
宰
相
で
あ
る
子
陽
の
心
遣
い
に
感
謝
す
べ
き
と

諭
し
た
が
、
列
子
は
妻
の
考
え
は
浅
薄
で
あ
る
と
一
笑
に
付
し
た
。

d　

子
列
子
は
、
他
者
の
言
動
に
判
断
を
左
右
さ
れ
る
人
は
、
自
分
に
罪
を
問
う
場
合
で
も
き
っ
と
同

じ
よ
う
な
振
る
舞
い
を
す
る
だ
ろ
う
と
宰
相
た
る
者
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
た
。

e　

鄭
の
子
陽
は
一
国
の
政
治
を
預
か
る
宰
相
の
身
で
あ
り
な
が
ら
、
人
材
の
登
用
に
難
が
あ
り
他
者

の
言
説
を
受
け
入
れ
な
か
っ
た
の
で
、
結
果
的
に
民
衆
の
反
乱
を
招
き
殺
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

特
別
支
援
学
校
の
受
審
者
は
二
八
の
二
六
へ
進
ん
で
く
だ
さ
い
。
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第
５
問　

次
の
１
～
５
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　

鼓
腹
撃
壌　
　
　
　
　
　

→ 　

昔
、
尭
帝
が
民
情
視
察
に
出
か
け
た
と
き
、
老
人
が
腹
鼓
を
打
ち
、

地
面
を
踏
み
鳴
ら
し
て
歌
い
、
帝
の
恩
徳
に
気
づ
か
な
い
ほ
ど
平
和

な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
と
い
う
故
事
か
ら
、
天
下
が
良
く
治
ま
っ
て
、

人
民
が
平
和
な
生
活
を
楽
し
む
さ
ま
。

b　

宋
襄
の
仁　
　
　
　
　
　

→ 　

春
秋
時
代
、
宋
の
襄
公
が
楚
と
戦
っ
た
と
き
、
敵
の
準
備
が
整
わ

な
い
う
ち
に
攻
撃
し
よ
う
と
い
う
進
言
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
た
め
、

結
局
破
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
故
事
か
ら
、
無
益
の
情
け
の
こ
と
。

c　

舟
に
刻
み
て
剣
を
求
む　

→ 　

舟
を
切
り
刻
ん
で
そ
の
中
か
ら
剣
を
探
し
出
す
と
い
う
姿
勢
よ
り
、

あ
り
得
な
い
こ
と
に
つ
い
て
見
通
し
も
な
い
の
に
必
死
に
な
る
非
計

画
性
の
こ
と
。

d　

蟷
螂
の
斧　
　
　
　
　
　

→ 　

蟷
螂
が
前
足
を
振
り
上
げ
て
車
輪
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
姿
か
ら
、

自
分
の
実
力
も
考
え
ず
に
強
敵
に
立
ち
向
か
っ
て
い
く
こ
と
。
身
の

程
知
ら
ず
の
無
謀
さ
。

e　

病
膏
肓
に
入
る　
　
　
　

→ 　

春
秋
時
代
、
晋
の
景
公
が
重
病
と
な
り
、
秦
の
名
医
に
治
療
を
頼

ん
だ
と
こ
ろ
、
病
魔
が
恐
れ
て
針
や
薬
の
届
か
な
い
膏
肓
に
逃
げ
込

ん
だ
と
い
う
故
事
か
ら
、
不
治
の
病
に
か
か
る
こ
と
。

２　

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
時
代
中
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
成
立
し
た
、
最
初
の
仮
名
文
に
よ
る
歴
史
物
語
。
三
十
巻
の
正

編
と
十
巻
の
続
編
か
ら
成
り
、
正
史
で
あ
る
六
国
史
の
最
後
『
三
代
実
録
』
の
後
を
継
ぐ
形
で
、
宇
多

天
皇
即
位
か
ら
堀
河
天
皇
に
至
る
十
五
代
、
約
二
百
年
に
及
ぶ
貴
族
社
会
の
歴
史
を
宮
廷
史
と
し
て
編

年
体
で
記
し
た
。
全
編
を
通
し
て
藤
原
道
長
を
た
た
え
る
点
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
。

ａ　

将
門
記　
　

ｂ　

増
鏡　
　

ｃ　

栄
花
物
語　
　

ｄ　

大
鏡　
　

ｅ　

水
鏡
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３　

次
の
説
明
に
該
当
す
る
作
家
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

　

秋
田
県
生
ま
れ
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
作
家
。
没
落
し
た
農
家
に
生
ま
れ
、
一
家
で
北
海
道
に
移
住
し
た

の
ち
、
苦
学
の
末
に
小
樽
高
等
商
業
学
校
を
出
て
銀
行
に
勤
め
る
。
十
代
か
ら
雑
誌
に
小
説
を
投
稿
し

て
い
た
が
、
左
翼
思
想
に
出
会
っ
て
か
ら
労
働
運
動
に
関
わ
る
よ
う
に
な
り
、
小
説
を
次
々
と
発
表
し

た
。
特
に
、
昭
和
四
年
に
発
表
さ
れ
た
『
蟹
工
船
』
は
有
名
で
あ
り
、
北
洋
で
操
業
す
る
蟹
工
船
の
労

働
者
が
、
非
人
間
的
な
扱
い
に
抵
抗
し
て
連
帯
す
る
内
容
は
、
国
際
的
に
も
高
く
評
価
さ
れ
た
。

ａ　

徳
永
直　
　

ｂ　

小
林
多
喜
二　
　

ｃ　

葉
山
嘉
樹　
　

ｄ　

中
野
重
治　
　

ｅ　

黒
島
伝
治

４　

説
話
文
学
作
品
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　

『
沙
石
集
』
は
、
鎌
倉
時
代
中
期
、
一
二
八
三
年
に
成
立
し
た
。
編
者
は
、
無
住
で
あ
る
。
仏
教

説
話
集
で
あ
る
が
、
そ
れ
ま
で
の
説
話
編
者
が
取
材
し
な
か
っ
た
、
尾
張
や
関
東
、
東
海
道
な
ど
、

独
自
に
取
材
し
た
地
方
の
説
話
が
多
い
。
中
世
社
会
の
庶
民
、
地
方
の
様
子
が
記
さ
れ
て
い
る
。

b　

『
十
訓
抄
』
は
、
鎌
倉
時
代
中
期
、
一
二
五
二
年
に
成
立
し
た
。
編
者
は
未
詳
で
あ
る
が
、
六
波

羅
二
臈
左
衛
門
入
道
と
の
説
も
あ
る
。
十
の
教
訓
に
基
づ
き
、
規
範
と
す
べ
き
説
話
を
集
め
た
も
の
。

啓
蒙
・
教
化
の
意
図
が
強
く
、
日
常
で
の
生
き
方
を
平
易
に
説
く
実
用
的
・
教
養
的
性
格
を
も
つ
。

c　

『
発
心
集
』
は
、
鎌
倉
時
代
初
期
、
一
二
一
二
年
以
降
の
成
立
と
推
定
さ
れ
る
。
編
者
は
鴨
長
明

で
あ
る
。
高
僧
か
ら
無
名
の
出
家
者
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
出
家
・
遁
世
・
往
生
譚
が
収
め
ら
れ
た
仏

教
説
話
集
で
あ
る
が
、
奇
跡
や
霊
験
を
た
だ
感
嘆
を
も
っ
て
語
る
の
で
は
な
く
、
出
家
・
往
生
に
伴

う
生
々
し
い
「
心
」
の
問
題
を
扱
う
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。

d　

『
今
昔
物
語
集
』
は
、
平
安
時
代
後
期
、
一
一
二
〇
年
以
降
に
成
立
し
た
。
編
者
は
未
詳
で
あ
る
。

日
本
の
世
俗
説
話
集
で
あ
り
、
百
九
十
七
話
中
、
百
四
十
八
話
が
「
（
こ
れ
も
）
今
は
昔
」
で
始
ま

る
。
各
話
は
そ
の
内
容
に
よ
っ
て
「
仏
教
説
話
」
、
「
仏
教
・
世
俗
混
合
説
話
」
、
「
世
俗
説
話
」
の
三

種
類
に
大
別
で
き
る
。

e　

『
古
今
著
聞
集
』
は
、
鎌
倉
時
代
中
期
、
一
二
五
四
年
に
成
立
し
た
。
編
者
は
橘
成
季
で
あ
る
。

七
百
余
り
の
説
話
が
内
容
に
よ
っ
て
分
類
さ
れ
、
さ
ら
に
そ
れ
ぞ
れ
が
時
代
順
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。

王
朝
時
代
を
懐
古
し
よ
う
と
す
る
一
方
、
鎌
倉
時
代
の
卑
俗
な
内
容
の
説
話
も
含
む
。



二
八
の
一
九

５　

明
治
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
。

オ

a　

明
治
初
年
ご
ろ
の
小
説
界
で
は
、
仮
名
垣
魯
文
の
『
当
世
書
生
気
質
』
な
ど
が
文
明
開
化
の
世
相

を
描
き
出
し
た
こ
と
に
加
え
、
自
由
民
権
運
動
の
高
ま
り
か
ら
政
治
小
説
も
多
く
発
表
さ
れ
た
。
矢

野
龍
渓
の
『
安
愚
楽
鍋
』
、
東
海
散
士
の
『
佳
人
之
奇
遇
』
な
ど
が
有
名
で
あ
る
。

b　

二
葉
亭
四
迷
は
写
実
主
義
の
立
場
か
ら
『
浮
雲
』
を
書
き
、
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
森
鷗
外

は
『
舞
姫
』
を
著
し
て
、
当
時
の
知
識
人
の
苦
悩
を
描
き
出
し
た
。
ま
た
、
二
葉
亭
四
迷
は
『
浮
雲
』

や
『
あ
ひ
び
き
』
な
ど
で
言
文
一
致
体
を
試
み
、
後
の
文
学
者
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

c　

明
治
二
十
年
代
に
は
、
硯
友
社
の
尾
崎
紅
葉
が
登
場
し
、
晩
年
に
発
表
し
た
『
金
色
夜
叉
』
は
男

女
の
愛
を
通
俗
的
な
立
場
か
ら
描
き
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
と
な
っ
た
。
幸
田
露
伴
は
『
五
重
塔
』
な
ど
で

東
洋
的
な
理
想
主
義
を
示
し
て
紅
葉
と
並
び
称
さ
れ
、
紅
露
時
代
を
築
い
た
。

d　

徳
富
蘆
花
と
国
木
田
独
歩
は
、
と
も
に
キ
リ
ス
ト
教
の
影
響
を
受
け
、
徳
富
蘇
峰
の
主
宰
し
た
民

友
社
か
ら
作
家
と
し
て
出
発
し
た
。
蘆
花
は
『
自
然
と
人
生
』
で
、
独
歩
は
『
武
蔵
野
』
で
人
間
と

自
然
の
関
わ
り
を
と
ら
え
た
。

e　

明
治
三
十
九
年
に
発
表
さ
れ
た
島
崎
藤
村
の
『
破
戒
』
は
、
日
本
に
お
け
る
自
然
主
義
文
学
の
最

初
の
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
の
翌
年
に
発
表
さ
れ
た
田
山
花
袋
の
『
蒲
団
』
は
、
自
ら
の
女
弟
子
に
対

す
る
恋
心
を
赤
裸
々
に
告
白
し
た
作
品
で
、
日
本
の
自
然
主
義
の
方
向
を
決
定
づ
け
た
。



二
八
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
１
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　

社
会
生
活
に
必
要
な
国
語
の
知
識
や
技
能
を
身
に
付
け
る
と
と
も
に
、

ア

こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
す
る
。

a　

言
葉
に
よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
そ
の
特
質
を
理
解
す
る

b　

言
語
感
覚
を
豊
か
に
し
て
国
語
を
尊
重
す
る
態
度
を
養
う

c　

自
分
の
思
い
や
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る

d　

我
が
国
の
言
語
文
化
に
親
し
ん
だ
り
理
解
し
た
り
す
る    

e　

言
語
活
動
を
通
し
て
、
論
理
的
に
考
え
る
力
や
想
像
力
を
養
う

⑵　

言
葉
が
も
つ
価
値
を
認
識
す
る
と
と
も
に
、
読
書
を
通
し
て
自
己
を
向
上
さ
せ
、
我
が
国
の
言
語

文
化
に
関
わ
り
、

イ

。

a　

思
い
や
考
え
を
伝
え
合
お
う
と
す
る
態
度
を
養
う           

b　

論
理
的
に
考
え
る
力
や
共
感
し
た
り
豊
か
に
想
像
し
た
り
す
る
力
を
養
う

c　

互
い
の
立
場
や
考
え
を
尊
重
し
て
話
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

d　

国
語
を
尊
重
し
て
そ
の
能
力
の
向
上
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る

e　

実
社
会
へ
の
生
か
し
方
を
考
え
よ
う
と
す
る
態
度
を
養
う



二
八
の
二
一

２　

次
の
⑴
～
⑶
は
、
『
中
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編
』
（
平
成
二
十
九
年
七
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
〕
⑴　

言
葉
の
特
徴
や
使
い
方
に
関

す
る
事
項
「
語
彙
」
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
。

　

和
語
、
漢
語
、
外
来
語
の
中
の
和
語
と
は
古
く
か
ら
日
本
で
使
わ
れ
て
き
た
語
を
、
漢
語
と
は
漢

字
の
音
を
使
っ
た
語
を
、
外
来
語
と
は
中
国
語
以
外
の
外
国
語
か
ら
日
本
語
に
入
っ
て
き
た
語
を
指

す
。
話
や
文
章
で
表
現
す
る
際
に
、

ウ

な
ど
し
て
、
微
妙
な
言
葉
の
違
い
に
つ
い
て
知

り
、
語
感
を
磨
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

a　

語
句
の
由
来
に
注
意
し
て
和
語
、
漢
語
、
外
来
語
の
使
い
分
け
を
考
え
る

b　

国
際
的
な
視
野
に
立
っ
て
和
語
、
漢
語
、
外
来
語
を
適
切
に
使
う

c　

機
を
捉
え
て
和
語
、
漢
語
、
外
来
語
の
使
い
分
け
を
考
え
る

d　

学
習
の
目
的
に
合
わ
せ
て
和
語
、
漢
語
、
外
来
語
を
適
切
に
使
う

e　

既
習
内
容
を
踏
ま
え
て
和
語
、
漢
語
、
外
来
語
の
使
い
分
け
を
考
え
る

⑵　

次
の
文
章
は
、
第
２
学
年
の
内
容　

２　

〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
Ａ　

話
す
こ
と
・

聞
く
こ
と
の
「
話
題
の
設
定
、
情
報
の
収
集
、
内
容
の
検
討
」
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
。

　

異
な
る
立
場
や
考
え
を
想
定
す
る
と
は
、
自
分
と
は
異
な
る
立
場
や
考
え
の
聞
き
手
が
い
る
こ
と
を

踏
ま
え
、

エ

こ
と
で
あ
る
。
社
会
生
活
の
中
の
出
来
事
や
事
象
は
、
様
々
な
価
値
観
や
文
化

を
背
景
に
し
て
お
り
、
自
分
の
考
え
を
伝
え
る
際
に
は
、
異
な
る
立
場
や
考
え
を
も
つ
聞
き
手
の
存
在

を
意
識
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

a　

聞
き
手
か
ら
反
論
さ
れ
た
り
意
見
を
求
め
ら
れ
た
り
す
る
こ
と
を
具
体
的
に
予
想
す
る　
　

b　

ど
の
よ
う
な
状
況
で
話
し
た
り
聞
い
た
り
話
し
合
っ
た
り
す
る
の
か
を
具
体
的
に
考
え
る

c　

聞
き
手
と
の
信
頼
性
な
ど
を
確
認
し
な
が
ら
伝
え
合
う
内
容
を
分
か
り
や
す
く
示
す

d　

状
況
に
応
じ
て
言
葉
を
選
び
、
自
分
の
考
え
が
分
か
り
や
す
く
伝
わ
る
話
し
方
を
工
夫
す
る

e　

設
定
し
た
話
題
や
検
討
し
た
内
容
が
、
そ
れ
ら
に
合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る



二
八
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
〕
Ｂ　

書
く
こ
と
の

「
構
成
の
検
討
」
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
。

　

小
学
校
第
３
学
年
及
び
第
４
学
年
の
イ
の
「
書
く
内
容
の
中
心
を
明
確
に
」
す
る
こ
と
、
第
５
学
年

及
び
第
６
学
年
の
イ
を
受
け
て
、
書
く
内
容
の
中
心
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
、
文
章
の
構
成
や
展
開
を

考
え
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
第
１
学
年
で
は
、

オ

こ
と
に
重
点
を
置
い
て
い
る
。

　

書
く
内
容
の
中
心
が
明
確
に
な
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
内
容
の
中
心
と
し
た
い
事
柄
が
際
立
つ
よ
う

に
構
成
や
展
開
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
付
随
す
る
事
柄
も
整
理
さ
れ

る
。a　

根
拠
の
適
切
さ
を
考
え
る

b　

伝
え
た
い
こ
と
を
明
確
に
す
る

c　

事
実
と
意
見
を
区
別
す
る

d　

表
現
の
仕
方
を
工
夫
す
る

e　

段
落
の
役
割
な
ど
を
意
識
す
る



二
八
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
と
⑵
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
１
款　

目
標
」
に
示
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。

ア

と

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　

生
涯
に
わ
た
る
社
会
生
活
に
必
要
な
国
語
に
つ
い
て
、
そ
の
特
質
を
理
解
し

ア

こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
。

a　

効
果
的
に
表
現
す
る

b　

適
切
に
使
う

c　

深
く
学
ぶ

d　

論
理
的
に
述
べ
る

e　

主
体
的
に
活
用
す
る

⑵　

生
涯
に
わ
た
る
社
会
生
活
に
お
け
る

イ

を
伸
ば
す
。

a　

他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
理
解
し
合
う
力
を
高
め
、
思
考
力
や
想
像
力

b　

他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め
、
理
解
力
や
表
現
力

c　

他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
学
び
合
う
力
を
高
め
、
思
考
力
や
想
像
力

d　

他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め
、
思
考
力
や
想
像
力

e　

他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
学
び
合
う
力
を
高
め
、
思
考
力
や
表
現
力



二
八
の
二
四

２　

次
の
⑴
～
⑶
は
、
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説　

国
語
編
』
（
平
成
三
十
年
七
月
）
に
お
け
る

「
第
１
章　

総
説
」
の
「
第
４
節　

国
語
科
の
内
容
」
と
「
第
５
節　

国
語
科
の
科
目
編
成
」
に
関
す

る
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
⑴
と
⑵
は
「
第
４
節　

国
語
科
の
内

容
」
、
⑶
は
「
第
５
節　

国
語
科
の
科
目
編
成
」
に
示
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。

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
「
言

葉
の
由
来
や
変
化
、
多
様
性
」
に
関
す
る
解
説
の
一
部
で
あ
る
。
文
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
。

　

今
回
の
改
訂
で
は
、
中
学
校
書
写
と
の
接
続
を
意
識
し
て
、
共
通
必
履
修
科
目
「
言
語
文
化
」
に
お

い
て
、

ウ

に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
を
新
設
し
て
い
る
。

a　

文
字
の
変
化

b　

言
葉
の
変
化

c　

文
体
の
変
化

d　

地
域
文
化
の
多
様
性

e　

文
字
文
化
の
特
徴

⑵　

次
の
文
は
、「
３
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
の
内
容
」
の
「
Ｂ　

書
く
こ
と
」
の
「
題
材

の
設
定
、
情
報
の
収
集
、
内
容
の
検
討
」
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
。

　

「
題
材
の
設
定
」
に
つ
い
て
は
、
「
現
代
の
国
語
」
で
は
、
実
社
会
の
中
か
ら
、
「
言
語
文
化
」
で
は
、

自
分
の
知
識
や
体
験
の
中
か
ら
、
「
論
理
国
語
」
で
は
、

エ

に
つ
い
て
、
「
文
学
国
語
」
で
は
、

文
学
的
な
文
章
を
書
く
た
め
に
、
「
国
語
表
現
」
で
は
、
実
社
会
の
問
題
や
自
分
に
関
わ
る
事
柄
の
中

か
ら
集
め
る
こ
と
を
示
し
、
発
達
の
段
階
や
科
目
の
性
格
に
応
じ
て
題
材
を
決
め
る
範
囲
を
広
げ
て
い

る
。a　

日
常
の
言
語
生
活
と
結
び
付
い
た
事
物

ｂ　

学
術
的
な
学
習
の
基
盤
と
な
る
事
実
や
事
象

ｃ　

自
分
の
思
い
や
考
え
を
伝
え
る
た
め
に
必
要
な
情
報

ｄ　

社
会
的
な
話
題
に
対
す
る
多
様
な
考
え
方
や
異
な
る
価
値
観

ｅ　

実
社
会
や
学
術
的
な
学
習
の
基
礎
に
関
す
る
事
柄
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⑶　

次
の
文
章
は
、
「
１　

科
目
の
編
成
」
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
。

　

「
現
代
の
国
語
」
は
、

オ

科
目
と
し
て
、
〔
知
識
及
び
技
能
〕
に
お
け
る
「
⑴
言
葉
の
特
徴

や
使
い
方
に
関
す
る
事
項
」
、
「
⑵
情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事
項
」
、
「
⑶
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す

る
事
項
」
、
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
に
お
け
る
「
Ａ　

話
す
こ
と
・
聞
く
こ
と
」
、
「
Ｂ　

書

く
こ
と
」
、
「
Ｃ　

読
む
こ
と
」
の
領
域
か
ら
内
容
を
構
成
し
た
科
目
で
あ
る
。

　

「
言
語
文
化
」
は
、
上
代
か
ら
近
現
代
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
我
が
国
の
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深

め
る
科
目
と
し
て
、
〔
知
識
及
び
技
能
〕
に
お
け
る
「
⑴
言
葉
の
特
徴
や
使
い
方
に
関
す
る
事
項
」
、

「
⑵
我
が
国
の
言
語
文
化
に
関
す
る
事
項
」
、
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
に
お
け
る
「
Ａ　

書

く
こ
と
」
、
「
Ｂ　

読
む
こ
と
」
の
領
域
か
ら
内
容
を
構
成
し
た
科
目
で
あ
る
。

a　

実
社
会
に
お
け
る
我
が
国
の
伝
統
的
な
言
語
文
化
へ
の
理
解
を
深
め
る

b　

実
社
会
に
お
い
て
必
要
と
な
る
感
性
・
情
緒
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
重
視
す
る

c　

実
社
会
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
総
合
的
な
言
語
能
力
を
育
成
す
る

d　

実
社
会
に
お
け
る
国
語
に
よ
る
諸
活
動
に
必
要
な
資
質
・
能
力
を
育
成
す
る

e　

実
社
会
に
お
い
て
必
要
と
な
る
論
理
的
・
批
判
的
能
力
の
育
成
を
重
視
し
た
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【
選
択
問
題
　
特
別
支
援
学
校
】

第
６

問

１
　

特
別

支
援

学
校

の
対

象
と

な
る

障
害

の
程

度
は

，
学

校
教

育
法

施
行

令
（

昭
和

2
8
年

政
令

第
3
4
0
号

）

第
2
2
条

の
３

で
，

次
の

表
の

と
お

り
定

め
ら

れ
て

い
る

。
そ

れ
ぞ

れ
の

障
害

の
程

度
に

つ
い

て
，

ア
～

オ
に

該
当

す
る

語
句

を
，

そ
れ

ぞ
れ

下
の

ａ
～

ｄ
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

区
 　

分
障

　
 害

 　
の

 　
程

 　
度

視
覚

障
害

者

　
両

眼
の

視
力

が
お

お
む

ね
ア

未
満

の
も

の
又

は
視

力
以

外
の

視
機

能

障
害

が
高

度
の

も
の

の
う

ち
，

拡
大

鏡
等

の
使

用
に

よ
つ

て
も

通
常

の
文

字
，

図

形
等

の
視

覚
に

よ
る

認
識

が
不

可
能

又
は

著
し

く
困

難
な

程
度

の
も

の

聴
覚

障
害

者

　
両

耳
の

聴
力

レ
ベ

ル
が

お
お

む
ね

イ
デ

シ
ベ

ル
以

上
の

も
の

の
う

ち
，

補
聴

器
等

の
使

用
に

よ
つ

て
も

通
常

の
話

声
を

解
す

る
こ

と
が

不
可

能
又

は
著

し

く
困

難
な

程
度

の
も

の

知
的

障
害

者

一
 　

知
的

発
達

の
遅

滞
が

あ
り

，
他

人
と

の
意

思
疎

通
が

困
難

で
日

常
生

活
を

営

む
の

に
頻

繁
に

援
助

を
必

要
と

す
る

程
度

の
も

の

二
　

知
的

発
達

の
遅

滞
の

程
度

が
前

号
に

掲
げ

る
程

度
に

達
し

な
い

も
の

の
う

ち
，

ウ
へ

の
適

応
が

著
し

く
困

難
な

も
の

肢
体

不
自

由
者

一
 　

肢
体

不
自

由
の

状
態

が
補

装
具

の
使

用
に

よ
つ

て
も

歩
行

，
筆

記
等

日
常

生

活
に

お
け

る
エ

が
不

可
能

又
は

困
難

な
程

度
の

も
の

 

二
　

肢
体

不
自

由
の

状
態

が
前

号
に

掲
げ

る
程

度
に

達
し

な
い

も
の

の
う

ち
，

常

時
の

医
学

的
観

察
指

導
を

必
要

と
す

る
程

度
の

も
の

病
弱

者

一
　

慢
性

の
呼

吸
器

疾
患

，
腎

臓
疾

患
及

び
神

経
疾

患
，

悪
性

新
生

物
そ

の
他

の

疾
患

の
状

態
が

継
続

し
て

医
療

又
は

オ
を

必
要

と
す

る
程

度
の

も
の

 

二
　

身
体

虚
弱

の
状

態
が

継
続

し
て

オ
を

必
要

と
す

る
程

度
の

も
の

 

ア
　

ａ
　

0
.1

　
　

ｂ
　

0
.2

　
　

ｃ
　

0
.3

　
　

ｄ
　

0
.4

イ
　

ａ
　

5
0
 　

　
ｂ

　
6
0
 　

　
ｃ

　
7
0
 　

　
ｄ

　
8
0

ウ
　

ａ
　

家
庭

生
活

　
　

　
　

ｂ
　

学
校

生
活

　
　

　
　

ｃ
　

社
会

生
活

 
 

ｄ
　

職
業

生
活

エ
　

ａ
　

連
続

的
な

動
作

　
　

ｂ
　

初
歩

的
な

動
作

　
　

ｃ
　

基
本

的
な

動
作

 
 

ｄ
　

目
的

的
な

動
作

オ
　

ａ
　

生
活

規
制

　
　

　
　

ｂ
　

運
動

規
制

　
　

　
　

ｃ
　

生
活

の
管

理

 
 

ｄ
　

体
調

の
管

理
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２
　

次
の

文
は

，
中

央
教

育
審

議
会

（
答

申
）
「
『

令
和

の
日

本
型

学
校

教
育

』
の

構
築

を
目

指
し

て
～

全

て
の

子
供

た
ち

の
可

能
性

を
引

き
出

す
，

個
別

最
適

な
学

び
と

，
協

働
的

な
学

び
の

実
現

～
（

令
和

３

年
１

月
2
6
日

）
」

の
「

第
Ⅱ

部
　

各
論

　
４

．
新

時
代

の
特

別
支

援
教

育
の

在
り

方
に

つ
い

て
」

の
一

部
で

あ
る

。
文

中
の

カ
～

ク
に

該
当

す
る

語
句

を
，

そ
れ

ぞ
れ

下
の

ａ
～

ｄ
か

ら
一

つ
選

び
な

さ
い

。

（
４

）
関

係
機

関
の

連
携

強
化

に
よ

る
切

れ
目

な
い

支
援

の
充

実

○
特

別
支

援
学

校
に

お
け

る
キ

ャ
リ

ア
教

育
で

は
，

学
校

で
学

ぶ
こ

と
と

カ
と

の
接

続

を
意

識
さ

せ
，

一
人

一
人

の
社

会
的

・
職

業
的

自
立

に
向

け
て

必
要

な
基

盤
と

な
る

資
質

・
能

力
を

育
み

，
キ

ャ
リ

ア
発

達
を

促
す

こ
と

が
重

要
で

あ
る

。
そ

の
た

め
，

早
期

か
ら

の
キ

ャ
リ

ア
教

育
で

は
，

保
護

者
や

身
近

な
教

師
以

外
の

大
人

と
の

コ
ミ

ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

ン
の

機
会

や
，

キ
を

高
め

る
経

験
，

産
業

構
造

や
進

路
を

巡
る

環
境

の
変

化
等

の
現

代
社

会
に

即
し

た
情

報
等

に
つ

い
て

理
解

を
促

す
よ

う
な

活
動

が
自

己
の

キ
ャ

リ
ア

発
達

を
促

す
上

で
重

要
で

あ
る

こ
と

か
ら

，
そ

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
，

地
域

の
ク

関
係

機
関

と
の

連
携

等
に

よ
る

機
会

の
確

保
の

充
実

が
必

要
で

あ
る

。

カ
　

ａ
　

家
庭

　
　

　
ｂ

　
福

祉
　

　
　

　
　

ｃ
　

社
会

　
　

　
　

ｄ
　

企
業

キ
　

ａ
　

倫
理

観
　

　
ｂ

　
自

己
肯

定
感

　
　

ｃ
　

生
活

能
力

　
　

ｄ
　

メ
タ

認
知

能
力

ク
　

ａ
　

医
療

　
　

　
ｂ

　
就

労
　

　
　

　
　

ｃ
　

保
健

　
　

　
　

ｄ
　

福
祉
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高

知
県

教
育

委
員

会
で

作
成

し
た

『
す

べ
て

の
子

ど
も

が
「

分
か

る
」
「

で
き

る
」

授
業

づ
く

り
ガ

イ
ド

ブ
ッ

ク
』
（

平
成

2
5
年

３
月

）
に

お
い

て
，

次
の

図
は

，
通

常
の

学
級

に
お

け
る

多
層

指
導

モ
デ

ル
と

し
て

示
さ

れ
て

い
る

。
図

の
ケ

～
サ

に
当

て
は

ま
る

語
句

を
，

下
の

ａ
～

ｄ
か

ら
一

つ
ず

つ
選

び
な

さ
い

。

通
常

の
学

級
に

お
け

る
多

層
指

導
モ

デ
ル

（
M

u
ltila

ye
r In

stru
c
tio

n
 M

o
d
e
l：

M
IM

）

全
て

の
子

ど
も

対
象

指
導

1
stス

テ
ー

ジ

2
n
d
ス

テ
ー

ジ

3
rd

ス
テ

ー
ジ

1
stス

テ
ー

ジ
の

み
で

は
伸

び
が

乏
し

い
子

ど
も

1
st，

2
n
d
ス

テ
ー

ジ
で

は
伸

び
が

乏
し

い
子

ど
も

引
用
文
献

「
通
常
の
学
級
に
お
け
る
学
習
に
つ
ま
ず
き
の
あ
る
子
ど
も
へ
の
多
層
指
導
モ
デ
ル
（
M
IM
）
開
発
に
関
す
る
研
究
」
　
海
津
他
【
2
0
0
8
】

ケコサ

ａ
　

通
常

の
学

級
内

で
の

補
足

的
な

指
導

ｂ
　

補
足

的
・

集
中

的
・

柔
軟

な
形

態
に

よ
る

サ
ー

ビ
ス

的
な

指
導

ｃ
　

通
常

の
学

級
内

で
の

効
果

的
な

指
導

ｄ
　

補
足

的
・

集
中

的
・

柔
軟

な
形

態
に

よ
る

特
化

し
た

指
導

ケコサ
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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 d a d e d c b b e

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 a c e b c e d b c b c

配点 4 3 3 4 3 4 3 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 e a e b d c c b b d

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 e a b a e d

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 c c b d a

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 a c a e

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 b d a e 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 c b c c a c b b c a d

配点 3 3 3 3 3 3 3 3 2 2 2

備考

第6問
（高等学校）

第6問
（特支）

第1問

第2問

第3問

第4問

第5問

第6問
（中学校）


