
【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，HB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１２３４５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７年度（令和６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　

コ
ウ
ジ
ョ
ウ
的
な
水
不
足
に
悩
ま
さ
れ
る
。

ア

a　

ソ
ッ
コ
ウ
性
の
あ
る
薬
を
飲
ん
で
明
日
に
備
え
る
。

b　

年
末
コ
ウ
ジ
ョ
の
書
類
を
作
る
。

c　

学
問
の
進
歩
に
コ
ウ
ケ
ン
す
る
。

d　

毎
年
コ
ウ
レ
イ
の
行
事
に
参
加
す
る
。

e　

代
表
団
は
中
国
で
コ
ウ
グ
ウ
を
受
け
た
。

⑵　

彼
は
あ
の
銀
行
の
シ
ョ
ウ
ガ
イ
担
当
だ
。

イ

a　

他
国
の
国
内
政
治
に
カ
ン
シ
ョ
ウ
し
な
い
。

b　

古
代
ギ
リ
シ
ャ
は
西
洋
文
明
ハ
ッ
シ
ョ
ウ
の
地
で
あ
る
。

c　

長
年
の
功
労
を
ヒ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
す
る
。

d　

政
権
を
シ
ョ
ウ
ア
ク
す
る
。

e　

強
い
シ
ョ
ウ
ゲ
キ
に
備
え
る
。

⑶　

世
論
の
風
潮
に
テ
イ
コ
ウ
す
る
。

ウ

a　

学
生
寮
の
キ
テ
イ
を
守
っ
て
生
活
す
る
。

b　

海
外
の
大
学
と
テ
イ
ケ
イ
し
、
異
文
化
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
立
ち
上
げ
た
。

c　

大
学
を
卒
業
し
て
、
修
士
カ
テ
イ
に
進
学
す
る
。

d　

今
回
の
成
功
の
キ
テ
イ
は
、
日
ご
ろ
の
た
ゆ
ま
ぬ
努
力
に
あ
る
。

e　

並
タ
イ
テ
イ
の
技
術
で
は
、
こ
の
製
品
は
造
れ
な
い
。

⑷　

こ
と
わ
ざ
の
ユ
ラ
イ
を
調
べ
る
。

エ

a　

そ
の
患
者
は
新
薬
で
チ
ユ
し
た
。

b　

成
田
発
、
韓
国
ケ
イ
ユ
、
パ
リ
行
き
の
飛
行
機
に
乗
る
。

c　

ユ
カ
イ
な
話
を
聞
い
た
の
で
、
晴
れ
や
か
な
気
分
に
な
っ
た
。

d　

植
物
性
の
ユ
シ
は
、
コ
レ
ス
テ
ロ
ー
ル
を
下
げ
る
効
果
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。

e　

必
要
物
資
を
現
地
に
ク
ウ
ユ
し
た
。



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　

軋あ
つ

轢れ
き　

　
　

b　

屹き
つ

立り
つ　

　
　

c　

誤ご

謬び
ゅ
う　

　
　

d　

塵じ
ん

芥か
い　

　
　

e　

上
じ
ょ
う
そ
う梓

⑵　
「
貌
」
と
い
う
漢
字
を
構
成
す
る
部
首
「
豸
」
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　

き
ば
へ
ん

b　

ら
い
す
き

c　

い
の
こ
へ
ん

d　

む
じ
な
へ
ん

e　

の
ご
め
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　

雲
散
霧
消　

→　

雲
や
霧
が
な
く
な
り
、
全
て
を
は
っ
き
り
と
見
通
せ
る
こ
と
。

b　

一
騎
当
千　

→　

一
騎
で
千
人
を
相
手
に
で
き
る
ほ
ど
強
い
こ
と
。

c　

三
寒
四
温　

→　

寒
さ
温
か
さ
が
交
互
に
訪
れ
、
次
第
に
春
め
い
て
く
る
こ
と
。

d　

明
鏡
止
水　

→　

心
が
澄
み
き
っ
て
平
静
な
こ
と
。

e　

比
翼
連
理　

→　

男
女
が
深
い
愛
で
結
ば
れ
、
仲
む
つ
ま
じ
い
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　

就
職
を
す
る
と
き
、
大
学
の
恩
師
に
口
を
き
い
て
も
ら
っ
た
。

b　

そ
の
仕
事
は
簡
単
す
ぎ
て
、
私
の
手
に
余
る
。

c　

尻
が
長
い
お
客
さ
ん
と
話
し
て
い
て
、
帰
る
の
が
遅
く
な
る
。

d　

彼
の
き
ざ
な
話
し
方
は
、
ど
う
し
て
も
鼻
に
つ
く
。	

e　

弟
の
入
浴
は
烏
の
行
水
で
、
す
ぐ
に
風
呂
場
か
ら
出
て
く
る
。



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
に
あ
る
活
用
し
た
「
れ
る
」「
ら
れ
る
」
に
つ
い
て
、
自
発
の
意
味
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
。

ケ

a　

あ
の
美
術
館
で
は
モ
ネ
展
が
開
か
れ
て
い
る
。

b　

こ
の
写
真
を
見
る
と
中
学
時
代
が
思
い
出
さ
れ
る
。

c　

授
業
中
に
居
眠
り
を
し
て
い
て
、
友
達
に
笑
わ
れ
た
。

d　

無
理
を
し
な
い
で
、
登
れ
る
と
こ
ろ
ま
で
登
る
こ
と
に
し
よ
う
。

e　

遠
く
か
ら
お
客
様
が
来
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

⑵　

次
の
各
文
の
傍
線
部
「
と
」
に
つ
い
て
、
逆
接
仮
定
条
件
の
用
法
で
使
わ
れ
て
い
る
接
続
助
詞
を
、

次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

コ

a　

食
べ
終
え
る
と
、
外
出
の
用
意
を
始
め
た
。	

b　

明
日
、
晴
れ
る
と
い
い
ね
。	

c　

気
温
が
下
が
る
と
雪
が
降
る
。

d　

私
が
言
い
だ
そ
う
と
す
る
と
、
彼
は
困
っ
た
よ
う
な
顔
を
し
た
。	

e　

ど
う
言
わ
れ
よ
う
と
平
気
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



二
九
の
六	

（
養
老
孟
司
『
も
の
が
わ
か
る
と
い
う
こ
と
』
に
よ
る
。
一
部
省
略
等
が
あ
る
）

（
注
）	『
遺
言
』
で
は
、
リ
ン
ゴ
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
の
に
、
ヒ
ト
が	an	apple	

を
概
念
と
し
て
の
リ
ン

ゴ
と
し
て
理
解
で
き
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

１　

傍
線
部
①
「
そ
こ
」
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
。

ア

a　

能
力

b　

意
識

c　

感
覚

d　

世
界
の
違
い

e　

脳

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　

そ
の
た
め　
　

b　

と
こ
ろ
が　
　

c　

た
と
え
ば　
　

d　

	

く
わ
え
て　
　

e　

た
し
か
に

３　

文
章
中
の

③

～

⑤

に
当
て
は
ま
る
言
葉
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　

③　

箱
Ａ　
　

④　

箱
Ｂ　
　

⑤　

こ
ち
ら
が
誤
り

b　

③　

箱
Ａ　
　

④　

箱
Ｂ　
　

⑤　

こ
ち
ら
が
正
解

c　

③　

箱
Ｂ　
　

④　

箱
Ａ　
　

⑤　

こ
ち
ら
が
誤
り

d　

③　

箱
Ｂ　
　

④　

箱
Ａ　
　

⑤　

こ
ち
ら
が
正
解

e　

③　

箱
Ｂ　
　

④　

箱
Ａ　
　

⑤　

ど
ち
ら
も
誤
り



二
九
の
七

４　

傍
線
部
⑥
「
言
語
か
ら
抽
出
さ
れ
た
論
理
は
、
圧
倒
的
な
説
得
性
を
も
ち
ま
す
」
と
あ
る
が
、
そ
れ

は
な
ぜ
か
。
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　

言
葉
を
聞
い
て
理
解
し
た
こ
と
か
ら
作
ら
れ
た
論
理
は
客
観
的
な
真
実
な
の
で
、
誰
で
あ
ろ
う
と

納
得
す
る
も
の
だ
か
ら
。	

b　

言
葉
か
ら
生
ま
れ
た
論
理
は
解
釈
す
る
人
に
よ
っ
て
内
容
が
変
わ
る
の
で
、
批
判
的
に
検
討
し
よ

う
と
す
る
人
間
の
性
質
に
あ
っ
て
い
る
か
ら
。

c　

言
葉
か
ら
生
ま
れ
た
論
理
は
多
く
の
人
の
了
解
事
項
と
な
る
の
で
、
同
じ
に
し
よ
う
と
す
る
性
質

を
も
つ
人
間
は
納
得
し
や
す
い
か
ら
。

d　

言
葉
か
ら
生
ま
れ
た
論
理
は
人
間
に
し
か
作
り
出
せ
な
い
も
の
で
あ
る
の
で
、
人
間
は
論
理
を
尊

重
し
よ
う
と
す
る
文
化
を
作
っ
て
き
た
か
ら
。

e　

言
葉
か
ら
生
ま
れ
た
論
理
は
誰
に
と
っ
て
も
全
く
同
じ
内
容
を
表
し
て
い
る
の
で
、
人
の
本
能
的

な
考
え
方
に
あ
っ
て
い
る
か
ら
。

５　

傍
線
部
⑦
「
現
実
」
の
対
義
語
を
、
次
の
ａ
～
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

オ

a　

理
想　
　

b　

人
工　
　

c　

偶
然　
　

d　

感
情　
　

e　

相
対

６　

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
。

カ

　

そ
こ
に
は
文
字
に
よ
っ
て
膨
大
な
記
憶
が
蓄
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

a　
【
Ａ
】　　

b　
【
Ｂ
】　　

c　
【
Ｃ
】　　

d　
【
Ｄ
】　　

e　
【
Ｅ
】

７　

傍
線
部
⑧
「
状
態
」
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
。

キ

a　

非
常　
　

b　

天
地　
　

c　

作
品　
　

d　

道
路　
　

e　

消
火



二
九
の
八

８　

傍
線
部
⑨
「
ビ
デ
オ
映
画
の
例
」
を
と
お
し
て
筆
者
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
よ
う
と
し
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
。

ク

a　

同
じ
映
画
を
何
度
も
繰
り
返
し
て
見
る
こ
と
で
、
映
画
を
見
る
こ
と
の
重
要
性
が
わ
か
っ
て
く
る

と
い
う
こ
と
。

b　

映
画
は
何
度
再
生
し
て
も
同
じ
で
あ
る
た
め
、
人
間
も
同
じ
状
態
で
見
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
。

c　

映
画
は
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
動
い
て
い
る
の
で
、
人
間
の
興
味
を
惹
く
が
、
そ
れ
は
長
続
き
し
な

い
と
い
う
こ
と
。

d　

映
像
の
中
に
は
複
雑
な
情
報
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
、
何
度
見
て
も
新
し
い
発
見
が
あ
る
と

い
う
こ
と
。

e　

映
画
は
何
回
再
生
し
て
も
変
わ
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
見
て
い
る
人
間
の
受
け
と
め
方
は
変
わ
っ
て

い
く
と
い
う
こ
と
。

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　

人
間
の
認
知
の
仕
方
に
つ
い
て
、
年
齢
の
異
な
る
子
ど
も
の
実
験
結
果
を
も
と
に
説
明
を
し
た
う

え
で
、
現
代
社
会
に
お
い
て
人
間
が
情
報
と
関
わ
る
う
え
で
の
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

b　

人
間
と
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
知
能
の
違
い
に
つ
い
て
、
研
究
や
理
論
を
引
用
し
て
分
析
し
た
う
え
で
、

情
報
や
動
画
が
あ
ふ
れ
て
い
る
現
代
社
会
の
課
題
と
そ
の
解
決
策
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

c　

読
者
が
興
味
を
も
ち
続
け
ら
れ
る
よ
う
に
、
問
い
と
答
え
を
繰
り
返
し
な
が
ら
人
間
の
知
能
に
つ

い
て
論
じ
た
う
え
で
、
情
報
社
会
に
適
応
す
る
人
間
の
特
徴
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

d　

抽
象
的
な
概
念
を
も
と
に
発
達
心
理
学
の
理
論
を
引
用
し
な
が
ら
、
人
間
の
意
識
に
つ
い
て
定
義

を
し
た
う
え
で
、
変
わ
ら
な
い
も
の
に
囲
ま
れ
て
い
る
現
代
人
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。

e　

人
と
動
物
の
脳
の
能
力
が
大
き
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
確
か
め
た
科
学
者
の
実
験
を
も
と
に
、

脳
に
関
す
る
科
学
的
な
知
見
が
明
確
に
読
者
に
伝
わ
る
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



二
九
の
九

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　

記
号
や
情
報
は
作
っ
た
瞬
間
に
固
定
さ
れ
る
の
で
、
正
確
な
事
実
や
人
間
の
行
動
を
記
録
す
る
の

に
適
し
て
お
り
、
脳
の
記
憶
と
い
う
能
力
を
補
助
す
る
外
部
記
憶
と
し
て
の
役
割
が
拡
大
し
、
情
報

社
会
は
今
後
さ
ら
に
発
展
し
て
い
く
と
予
想
し
て
い
る
。

ｂ　

同
じ
こ
と
を
意
識
す
る
よ
う
に
人
間
の
脳
は
働
く
た
め
、
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
変
化
し

な
い
と
い
う
特
性
を
も
つ
映
像
に
対
し
、
人
間
が
説
得
力
を
感
じ
や
す
く
な
る
こ
と
が
、
情
報
社
会

の
課
題
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ｃ　

現
代
の
人
間
は
情
報
社
会
の
中
で
、
実
際
は
変
わ
っ
て
い
な
い
が
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

記
号
や
情
報
に
囲
ま
れ
て
生
活
し
て
い
る
た
め
、
自
分
が
変
化
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
に
く
く

な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

ｄ　

人
間
の
脳
は
、
差
異
を
無
視
し
て
同
じ
に
し
よ
う
と
す
る
性
質
を
持
っ
て
い
る
た
め
、
記
号
や
情

報
に
共
通
す
る
も
の
を
見
つ
け
、
情
報
社
会
の
中
で
新
し
い
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

う
と
論
じ
て
い
る
。

ｅ　

現
代
社
会
で
は
、
人
間
は
周
り
に
溢
れ
て
い
る
記
号
や
情
報
を
交
換
し
な
が
ら
生
活
を
し
て
お
り
、

新
し
い
も
の
を
作
り
出
せ
る
一
方
で
、
記
号
や
情
報
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
は
人
間
が
理
解
で
き
る
限

界
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。



二
九
の
一
〇第

３
問　

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

　

	

	

                          （『
更
級
日
記
』
に
よ
る
）

（
注
）
お
と
と
…
…	「
お
と
う
と
」
の
略
。
男
女
と
も
に
、
兄
弟
姉
妹
の
年
少
の
方
を
い
う
。
こ
こ
で
は
次

女
で
あ
る
「
妹
」
の
意
味
。



二
九
の
一
一

１　

傍
線
部
①
「
す
ず
ろ
に
あ
は
れ
な
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
。

ア

a　

何
と
な
く
物
悲
し
い

b　

理
由
が
あ
っ
て
ふ
さ
ぎ
込
む

c　

む
し
ょ
う
に
か
わ
い
い

d　

ひ
ど
く
が
っ
か
り
す
る

e　

鮮
明
に
思
い
出
す

２　

傍
線
部
②
「
来
つ
ら
む
方
も
見
え
ぬ
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
表
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　

作
者
が
物
語
を
ど
こ
ま
で
読
み
進
め
た
の
か
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
。

b　

大
納
言
の
娘
が
最
初
か
ら
近
く
に
い
た
こ
と
が
作
者
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
。

c　

姉
が
ど
こ
か
ら
現
れ
た
の
か
作
者
に
は
思
い
当
た
ら
な
か
っ
た
こ
と
。

d　

物
語
を
読
ん
で
い
た
た
め
時
間
の
経
過
に
作
者
が
気
付
か
な
か
っ
た
こ
と
。

e　

猫
が
ど
こ
か
ら
や
っ
て
き
た
の
か
作
者
に
は
見
当
も
つ
か
な
か
っ
た
こ
と
。

３　

傍
線
部
③
「
す
べ
て
」
は
、
ど
の
語
に
か
か
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
。

ウ

a　

寄
ら
ず

b　

あ
り
て

c　

ほ
か
ざ
ま
に

d　

む
け
て

e　

食
は
ず

４　

傍
線
部
④
「
も
の
騒
が
し
く
て
」
を
具
体
的
な
状
況
が
分
か
る
よ
う
に
解
釈
し
た
場
合
、
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　

家
に
関
す
る
姉
の
悩
み
が
ひ
ど
く
、
充
分
に
猫
の
世
話
が
で
き
な
く
て	

b　

猫
を
秘
か
に
飼
っ
て
い
る
の
で
、
周
囲
に
隠
す
の
が
大
変
で	

c　

姉
の
看
病
の
た
め
、
家
中
が
何
と
な
く
取
り
込
ん
で
い
て	

d　

猫
の
気
ま
ぐ
れ
に
付
き
合
う
た
め
、
世
話
を
す
る
人
が
慌
た
だ
し
く
て	

e　

猫
の
鳴
き
声
が
大
き
い
た
め
、
お
と
な
し
く
さ
せ
る
の
が
大
変
で



二
九
の
一
二

５　

傍
線
部
⑤
「
な
ほ
さ
る
に
て
こ
そ
は
」
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
。

オ

a　

夢
を
見
て
い
た
姉
は
ど
う
し
て
猫
を
呼
ぶ
の
だ
ろ
う
と
、
使
用
人
た
ち
が
思
っ
て
い
る
こ
と
。	

b　

猫
は
何
か
わ
け
が
あ
っ
て
鳴
く
の
だ
ろ
う
と
、
作
者
が
気
に
も
留
め
な
か
っ
た
こ
と
。

c　

な
ぜ
姉
と
作
者
は
猫
の
面
倒
を
見
な
い
の
だ
ろ
う
と
、
使
用
人
た
ち
が
思
っ
て
い
る
こ
と
。

d　

目
を
覚
ま
し
た
姉
は
き
っ
と
猫
の
面
倒
を
見
る
だ
ろ
う
と
、
作
者
が
思
っ
て
い
る
こ
と
。

e　

猫
は
何
か
を
訴
え
た
く
て
姉
を
呼
ん
で
い
る
の
だ
ろ
う
と
、
使
用
人
た
ち
が
思
っ
て
い
る
こ

と
。

６　

傍
線
部
⑥
「
こ
ち
率
て
来
」
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
。

カ

a　

名
詞
+
四
段
活
用
動
詞
の
連
用
形
+
接
続
助
詞
+
カ
行
変
格
活
用
動
詞
の
終
止
形	

b　

名
詞
+
上
二
段
活
用
動
詞
の
連
用
形
+
接
続
助
詞
+
カ
行
変
格
活
用
動
詞
の
終
止
形	

c　

代
名
詞
+
上
二
段
活
用
動
詞
の
連
用
形
+
格
助
詞
+
カ
行
変
格
活
用
動
詞
の
命
令
形	

d　

名
詞
+
四
段
活
用
動
詞
の
連
用
形
+
格
助
詞
+
カ
行
変
格
活
用
動
詞
の
終
止
形	

e　

代
名
詞
+
上
一
段
活
用
動
詞
の
連
用
形
+
接
続
助
詞
+
カ
行
変
格
活
用
動
詞
の
命
令
形

７　

傍
線
部
⑦
「
夢
に
こ
の
猫
の
か
た
は
ら
に
来
て
」
と
あ
る
が
、「
か
た
は
ら
に
来
」
た
猫
は
、
こ
の

家
に
来
た
理
由
を
ど
う
語
っ
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
。

キ

a　

人
恋
し
さ
の
あ
ま
り
、
可
愛
が
っ
て
く
れ
る
人
の
と
こ
ろ
に
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
。

b　

亡
く
な
っ
た
乳
母
が
昔
を
懐
か
し
が
っ
て
、
猫
と
な
り
中
の
君
の
も
と
を
訪
れ
た
と
い
う
こ
と
。

c　

娘
に
会
い
た
い
と
い
う
大
納
言
の
願
い
に
応
え
、
猫
と
な
っ
て
や
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
。

d　

中
の
君
が
大
納
言
の
娘
を
し
み
じ
み
と
思
い
出
し
て
く
れ
る
の
で
、
中
の
君
の
も
と
に
来
た
と

い
う
こ
と
。

e　

前
世
で
や
り
残
し
た
大
事
な
こ
と
を
果
た
す
べ
く
猫
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

８　

傍
線
部
⑧
「
中
の
君
」
と
は
誰
を
指
し
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
。

ク

a　

大
納
言
の
御
む
す
め

b　

姉
な
る
人

c　

作
者

d　

を
か
し
げ
な
る
人

e　

大
納
言
の
姫
君



二
九
の
一
三

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
。

ケ

a　

作
者
は
、
自
分
の
乳
母
と
同
時
期
に
亡
く
な
っ
た
侍
従
の
大
納
言
の
御
む
す
め
と
と
も
に
過
ご

し
た
日
々
を
残
さ
れ
た
衣
装
か
ら
思
い
出
し
、
あ
り
し
日
の
姿
を
想
像
し
て
い
た
。

b　

作
者
は
、
夜
更
け
ま
で
物
語
を
読
ん
で
い
た
折
に
や
っ
て
き
た
猫
を
姉
な
る
人
に
言
わ
れ
た
通

り
、
人
に
は
黙
っ
て
こ
っ
そ
り
と
飼
育
し
、
猫
も
と
て
も
よ
く
姉
妹
に
な
つ
い
て
そ
ば
に
い
た
。

c　

姉
な
る
人
の
夢
の
中
に
出
て
き
た
猫
は
、
猫
に
生
ま
れ
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
た
め
に
、
再
び
乳

母
と
し
て
仕
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
悲
し
さ
を
切
々
と
姉
妹
に
語
っ
た
。

d　

夢
の
中
に
出
て
き
た
猫
は
、
話
を
語
る
様
子
が
と
て
も
優
雅
に
見
え
た
と
と
も
に
、
そ
の
声
が

側
に
い
る
猫
の
声
に
そ
っ
く
り
だ
っ
た
の
で
、
大
納
言
は
娘
の
生
ま
れ
変
わ
り
を
確
信
し
た
。

e　

作
者
は
、
夜
更
け
ま
で
物
語
を
読
ん
で
い
た
折
に
や
っ
て
き
た
猫
が
、
侍
従
の
大
納
言
の
御
む

す
め
の
生
ま
れ
変
わ
り
だ
と
思
っ
た
の
で
、
父
で
あ
る
大
納
言
に
そ
の
旨
を
言
上
し
た
。



二
九
の
一
四第

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
。

　

	

（「
張
釋
之
馮
唐
列
傳
第
四
十
二
」『
史
記
』
に
よ
る
）

（
注
）
釋
之
…
…
…
…
…
張
釋
之
。

虎
圈
…
…
…
…
…
虎
を
飼
っ
て
い
る
と
こ
ろ
。

上
…
…
…
…
…
…
君
主
。
主
上
。
こ
こ
で
は
漢
の
文
帝
の
こ
と
。

上
林
尉
…
…
…
…
上
林
苑
を
管
理
す
る
役
人
。

禽
獸
簿
…
…
…
…
飼
育
し
て
い
る
鳥
獣
の
名
や
数
を
記
録
し
た
帳
簿
。

嗇
夫
…
…
…
…
…
小
役
人
。

響
應
…
…
…
…
…
響
が
声
に
応
じ
て
起
こ
る
こ
と
。

絳
侯
周
勃
…
…
…	

漢
の
初
期
の
大
臣
。
絳
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
。

東
陽
侯
張
相
如
…
漢
の
初
期
の
大
臣
。
東
陽
侯
に
封
ぜ
ら
れ
た
。

斅
…
…
…
…
…
…
ま
ね
る
、
似
る
。

利
口
捷
給
…
…
…
口
達
者
で
応
接
に
よ
ど
み
が
な
い
こ
と
。



二
九
の
一
五

刀
筆
之
吏
…
…
…
文
書
や
法
律
を
掌
る
役
人
。

亟
疾
…
…
…
…
…
短
時
間
で
物
事
を
処
理
す
る
こ
と
。

苛
察
…
…
…
…
…
過
失
を
見
つ
け
て
き
び
し
く
責
め
た
て
る
こ
と
。

陵
遲
…
…
…
…
…
次
第
に
す
た
れ
て
い
く
こ
と
。

景
響
…
…
…
…
…
か
げ
と
反
響
。
反
応
が
速
や
か
で
あ
る
こ
と
の
た
と
え
。

擧
錯
…
…
…
…
…
登
用
と
罷
免
。

１　

二
重
傍
線
部
Ａ
「
豈
」、
Ｂ
「
然
」
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
。
Ａ

ア

　

Ｂ

イ

Ａ
「
豈
」

a　

ま
さ
に	

b　

け
だ
し	

c　

あ
に	

d　

す
べ
か
ら
く	

e　

お
よ
そ

Ｂ
「
然
」

a　

つ
い
に

b　

し
か
し
て

c　

よ
り
て

d　

そ
の
ま
ま

e　

し
き
り
に

２　

傍
線
部
①
「
從
旁
代
尉
對
上
所
問
禽
獸
簿
、
甚
悉
」
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　

文
帝
が
尋
ね
た
鳥
獸
の
帳
簿
は
細
か
い
こ
と
で
あ
っ
た
た
め
、
実
際
に
飼
育
に
当
た
っ
て
い
る

者
が
代
わ
り
に
答
え
た
。	

b　

鳥
獸
の
帳
簿
が
す
ぐ
に
用
意
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
文
帝
の
質
問
に
対
し
て
は
、
臨
時
に
小
役

人
が
答
え
る
こ
と
に
し
た
。	

c　

小
役
人
は
尉
の
代
わ
り
に
文
帝
の
そ
ば
に
従
い
、
文
帝
が
鳥
獸
の
帳
簿
に
つ
い
て
よ
く
理
解
で

き
る
よ
う
に
最
善
を
尽
く
し
た
。	

d　

文
帝
が
満
足
で
き
る
よ
う
に
、
鳥
獸
の
帳
簿
の
隅
々
ま
で
熟
知
し
て
い
る
尉
が
返
答
を
交
代
す

る
こ
と
に
し
た
。	

e　

文
帝
が
尋
ね
た
鳥
獸
の
帳
簿
に
つ
い
て
、
尉
に
代
わ
っ
て
小
役
人
が
答
え
た
が
、
そ
の
返
答
は

極
め
て
行
き
届
い
た
も
の
だ
っ
た
。



二
九
の
一
六

３　

傍
線
部
②
「
其
能
」
の
「
其
」
が
指
す
人
物
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　

嗇
夫　
　

b　

上　
　

c　

上
林
尉　
　

d　

釋
之　
　

e　

文
帝

４　

傍
線
部
③
「
吏
不
當
若
是
邪
」
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
。

オ

a　

吏
、
當
た
ら
ざ
る
と
い
え
ど
も
是
く
の
若
く
や	

b　

吏
は
當
に
是
く
の
若
し
と
い
わ
ざ
る
や	

c　

吏
、
當
た
ら
ざ
る
こ
と
是
く
の
若
し
か	

d　

吏
は
當
に
是
く
の
若
く
な
る
べ
か
ら
ざ
る
か

e　

吏
、
當
た
ら
ざ
る
は
是
く
の
若
し
と
な
る
べ
き
か

５　

傍
線
部
④
「
天
下
土
崩
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
う
な
っ
た
直
接
の
原
因
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　

法
を
形
式
的
に
作
成
し
た
た
め
、
血
の
通
っ
た
裁
き
を
通
り
越
し
、
形
骸
化
し
た
判
決
を
導
く

だ
け
に
な
っ
た
か
ら
。	

b　

他
人
を
思
い
や
る
気
持
ち
を
軽
ん
じ
た
結
果
、
人
民
は
お
互
い
の
秘
密
を
密
告
し
批
判
し
合
う

よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。	

c　

法
を
厳
し
く
し
て
非
違
行
為
を
取
り
締
ま
っ
た
た
め
、
か
え
っ
て
実
際
の
人
民
の
生
活
に
ゆ
と

り
が
な
く
な
っ
た
か
ら
。	

d　

天
子
の
権
威
と
権
限
を
重
ん
じ
す
ぎ
た
結
果
、
誰
も
が
自
分
の
過
ち
を
隠
し
天
子
に
媚
び
へ
つ

ら
う
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。	

e　

人
民
を
思
い
や
る
仁
政
を
敷
い
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
天
子
も
自
分
の
失
政
を
聞
か
さ
れ
る

わ
け
で
も
な
か
っ
た
か
ら
。
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６　

傍
線
部
⑤
「
天
下
隨
レ

風
靡
靡
、
爭
爲
二

口
辯
一

、
而
無
中

其
實
上

」
と
は
、
具
体
的
に
何
が
ど
の
よ
う

に
な
る
こ
と
を
指
し
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
。

キ

a　

天
下
の
人
々
が
法
を
守
ら
ず
互
い
に
争
い
、
法
を
離
れ
た
口
論
を
繰
り
返
し
誠
実
さ
を
失
う
よ

う
な
風
潮
に
陥
る
こ
と
。	

b　

天
下
の
人
々
が
表
面
上
の
流
暢
さ
を
良
し
と
す
る
風
潮
に
な
び
き
、
口
先
だ
け
の
弁
舌
を
競
い

合
っ
て
、
そ
の
実
を
失
う
こ
と
。	

c　

上
は
天
子
か
ら
下
は
人
民
に
至
る
ま
で
、
皆
が
口
論
に
明
け
暮
れ
た
結
果
、
他
国
の
侵
略
を
受

け
国
が
亡
び
る
こ
と
。	

d　

我
が
国
の
臣
下
が
堕
落
し
た
風
潮
に
染
ま
り
、
勤
勉
さ
を
失
っ
て
実
の
な
い
口
論
だ
け
を
繰
り

返
す
よ
う
に
な
る
こ
と
。	

e　

天
下
を
治
め
る
天
子
が
自
ら
堕
落
し
た
生
活
を
送
り
、
臣
下
は
そ
れ
ぞ
れ
が
勝
手
に
口
論
を
し

政
治
が
停
滞
す
る
こ
と
。

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　

文
帝
が
上
林
苑
に
行
幸
し
た
際
、
尉
は
そ
の
下
問
に
十
二
分
に
答
え
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
代
わ

り
に
嗇
夫
が
よ
ど
み
な
く
言
上
で
き
た
た
め
、
文
帝
の
賞
賛
を
受
け
、
苑
の
上
級
職
に
昇
進
す
る

こ
と
が
で
き
た
。	

b　

釋
之
は
上
林
苑
で
の
文
帝
の
発
言
に
対
し
、
絳
侯
周
勃
と
東
陽
侯
張
相
如
を
例
と
し
な
が
ら
、

な
ぜ
漢
が
滅
ぶ
に
至
っ
た
の
か
の
理
由
を
説
明
し
、
尉
を
罰
し
な
い
よ
う
、
や
ん
わ
り
と
文
帝
に

上
奏
し
た
。	

c　

秦
が
勃
興
し
た
最
大
の
理
由
は
、
刑
法
を
厳
し
く
し
そ
れ
に
則
っ
て
国
政
に
当
た
っ
た
か
ら
で

あ
り
、
情
実
を
排
し
た
が
ゆ
え
に
不
公
平
な
裁
き
が
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
に
あ
る
。	

d　

絳
侯
周
勃
と
東
陽
侯
張
相
如
は
漢
の
初
め
に
大
功
を
立
て
諸
侯
に
取
り
立
て
ら
れ
た
が
、
口
下

手
で
、
議
論
の
際
に
も
自
分
の
思
っ
て
い
る
こ
と
を
口
に
出
し
て
言
う
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。	

e　

釋
之
は
、
文
帝
の
人
物
登
用
や
罷
免
の
あ
り
方
を
批
判
し
、
人
事
に
公
平
性
が
保
た
れ
ず
、
そ

れ
が
お
ろ
そ
か
に
な
れ
ば
、
過
去
の
漢
の
よ
う
に
速
や
か
に
国
が
瓦
解
し
て
し
ま
う
こ
と
を
説
い

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
。
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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　

「
他
山
の
石
」

→
『
詩
経
』
小
雅
の
一
節
に
、
他
の
山
か
ら
出
る
粗
悪
な
石
の
話
が
あ
る
。
そ
の
粗
悪
な
石
に

劣
ら
な
い
よ
う
、
自
分
の
山
か
ら
出
る
石
を
一
生
懸
命
に
磨
き
優
れ
た
も
の
に
仕
上
げ
る
意

味
が
説
か
れ
た
こ
と
か
ら
、
他
を
参
考
と
す
る
大
切
さ
の
こ
と
を
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。

b　

「
邯
鄲
の
夢
」

→
唐
の
時
代
、
盧
生
と
い
う
青
年
が
、
邯
鄲
の
町
で
仙
人
か
ら
枕
を
借
り
て
昼
寝
を
し
た
と
こ

ろ
、
た
ち
ま
ち
出
世
し
て
八
〇
年
間
も
栄
華
を
き
わ
め
た
夢
を
見
た
。
だ
が
目
覚
め
る
と
、

そ
れ
は
黄
粱
が
ま
だ
炊
き
あ
が
ら
な
い
ほ
ど
の
わ
ず
か
な
時
間
だ
っ
た
こ
と
か
ら
、
人
生
の

栄
華
の
は
か
な
さ
を
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。

c　

「
白
眉
」

→
『
三
国
志
』
馬
良
伝
に
蜀
の
馬
氏
の
五
兄
弟
に
関
す
る
記
述
が
あ
り
、
彼
ら
は
み
な
秀
才

だ
っ
た
。
中
で
も
最
も
優
れ
て
い
た
長
男
の
馬
良
の
眉
に
は
白
い
毛
が
混
じ
っ
て
い
た
と
い

う
。
そ
の
故
事
か
ら
、
同
類
の
中
で
最
も
優
れ
た
人
の
こ
と
を
白
眉
と
言
う
よ
う
に
な
っ
た
。

d　

「
三
顧
の
礼
」

→
『
十
八
史
略
』
に
は
、
諸
葛
孔
明
は
最
初
蜀
の
劉
備
に
会
お
う
と
し
な
か
っ
た
が
、
三
度
も

訪
ね
て
き
た
劉
備
の
熱
意
に
打
た
れ
、
劉
備
の
軍
師
と
し
て
仕
え
る
こ
と
に
な
っ
た
話
が
書

か
れ
て
い
る
。
こ
の
故
事
か
ら
礼
を
尽
く
し
て
賢
者
を
臣
下
に
招
く
こ
と
を
言
う
よ
う
に

な
っ
た
。

e　

「
心
頭
を
滅
却
す
れ
ば
火
も
ま
た
涼
し
」

→
杜
荀
鶴
の
詩
の
一
節
に
由
来
が
あ
る
。
心
の
働
き
を
と
ど
め
て
無
念
無
想
の
境
地
に
至
れ
ば
、

火
の
熱
さ
も
感
じ
な
い
こ
と
か
ら
、
心
の
持
ち
方
一
つ
で
苦
し
さ
が
紛
れ
る
こ
と
を
言
う
よ

う
に
な
っ
た
。

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

　

約
五
十
年
に
わ
た
る
南
北
朝
の
動
乱
を
描
い
た
も
の
。
応
安
年
間
（
一
三
六
八
～
一
三
七
五
年
）

前
後
の
成
立
。
後
醍
醐
天
皇
の
鎌
倉
幕
府
打
倒
と
建
武
の
新
政
、
そ
れ
に
対
す
る
武
士
の
不
満
か
ら

起
こ
る
南
北
両
朝
の
出
現
、
室
町
幕
府
の
内
部
抗
争
な
ど
が
語
ら
れ
て
い
る
。
楠
木
正
成
、
新
田
義

貞
、
足
利
尊
氏
ら
の
武
士
の
活
躍
が
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

a　

将
門
記　
　

b　

曾
我
物
語　
　

c　

保
元
物
語　
　

d　

平
治
物
語　
　

e　

太
平
記



二
九
の
一
九

⑵　

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

　

旧
制
一
高
で
芥
川
龍
之
介
ら
と
同
級
で
あ
る
。
第
三
・
四
次
「
新
思
潮
」
同
人
と
し
て
戯
曲
『
父

帰
る
』
を
大
正
六
年
に
発
表
し
た
。
京
都
帝
国
大
学
英
文
科
卒
業
後
、
短
編
『
忠
直
卿
行
状
記
』
を

大
正
七
年
に
、『
恩
讐
の
彼
方
に
』
を
大
正
八
年
に
発
表
し
注
目
さ
れ
た
。
ま
た
、
戯
曲
や
長
編
『
真

珠
婦
人
』
な
ど
の
作
品
も
あ
る
。
編
集
や
出
版
に
関
わ
る
活
動
に
も
精
力
的
で
、
大
正
十
二
年
に
は

雑
誌
『
文
藝
春
秋
』
を
創
刊
し
た
。
の
ち
に
芥
川
賞
と
直
木
賞
を
設
立
し
た
。

a　

横
光
利
一　
　

b　

有
島
武
郎　
　

c　

菊
池
寛　
　

d　

武
者
小
路
実
篤　
　

e　

堀
辰
雄

⑶　

上
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　

壬
申
の
乱
に
勝
利
し
た
天
武
天
皇
が
、
自
ら
の
政
権
を
正
当
化
す
る
と
い
う
政
治
的
意
図
を

も
っ
て
、
稗
田
阿
礼
が
誦
習
し
た
帝
紀
と
旧
辞
を
太
安
万
侶
に
撰
録
さ
せ
、
和
銅
五
（
七
一
二
）

年
に
『
古
事
記
』
が
成
立
し
た
。『
古
事
記
』
に
は
文
学
性
豊
か
な
神
話
や
伝
承
・
歌
謡
な
ど
が

収
め
ら
れ
て
い
る
。

b　

元
明
天
皇
は
諸
国
に
命
令
を
し
て
、
国
々
の
地
誌
を
報
告
さ
せ
た
。
こ
う
し
て
和
銅
六

（
七
一
三
）
年
に
で
き
た
の
が
『
風
土
記
』
で
あ
る
。『
風
土
記
』
に
は
、
地
方
の
神
話
・
伝
説
・

説
話
な
ど
が
よ
く
残
さ
れ
、
当
時
の
地
方
の
人
々
の
生
活
や
心
情
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
。

c　

天
武
天
皇
の
修
史
の
遺
志
を
継
い
で
、
舎
人
親
王
ら
に
よ
っ
て
養
老
四
（
七
二
〇
）
年
に
『
日

本
書
紀
』
が
編
纂
さ
れ
た
。
こ
れ
は
対
外
的
国
威
発
揚
を
意
図
し
た
も
の
で
、
正
史
と
し
て
の
記

録
性
を
重
視
し
て
い
る
た
め
、『
古
事
記
』
に
比
べ
て
文
学
性
は
低
い
。

d　

伝
統
的
な
和
歌
が
盛
ん
に
詠
ま
れ
る
一
方
で
、
中
国
大
陸
の
文
化
や
諸
制
度
が
し
き
り
に
摂
取

さ
れ
る
な
か
、
中
国
の
詩
文
へ
の
関
心
が
高
ま
り
、
漢
詩
文
の
創
作
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
。
こ
う
し
た
な
か
で
、
天
平
勝
宝
三
（
七
五
一
）
年
に
は
、
現
存
す
る
最
古
の
漢
詩
集
『
歌
経

標
式
』
が
成
立
し
た
。

e　

大
伴
家
持
が
八
世
紀
後
半
ご
ろ
に
二
十
巻
に
編
集
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
が
、
現
存
す
る

最
古
の
歌
集
の
『
万
葉
集
』
で
あ
る
。
歌
人
は
天
皇
か
ら
庶
民
に
ま
で
及
び
、
歌
風
も
全
体
と
し

て
写
実
的
・
具
象
的
で
、
素
朴
な
感
情
を
素
直
に
詠
み
あ
げ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
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⑷　

明
治
時
代
の
詩
歌
、
戯
曲
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
三
十
年
、
島
崎
藤
村
は
『
若
菜
集
』
を
刊
行
し
、
近
代
詩
に
新
し
い
時
代
を
画
し
た
。
浪

漫
主
義
の
流
れ
は
藤
村
か
ら
与
謝
野
鉄
幹
、
晶
子
ら
に
受
け
継
が
れ
、
雑
誌
『
明
星
』
を
拠
点
と

し
、
窪
田
空
穂
、
高
村
光
太
郎
、
石
川
啄
木
、
北
原
白
秋
な
ど
多
く
の
詩
人
、
歌
人
を
輩
出
し
、

か
れ
ら
は
明
星
派
と
称
さ
れ
た
。

b　

明
治
二
十
年
代
後
半
、
落
合
直
文
や
佐
佐
木
信
綱
な
ど
に
よ
る
短
歌
革
新
の
機
運
が
高
ま
り
、

三
十
年
代
に
は
、
雑
誌
『
明
星
』
で
窪
田
空
穂
が
歌
集
『
み
だ
れ
髪
』
で
官
能
と
自
我
の
解
放
を

情
熱
的
に
う
た
い
あ
げ
た
。
明
星
派
に
は
空
穂
を
始
め
、
啄
木
、
白
秋
ら
の
す
ぐ
れ
た
歌
人
が
集

ま
り
、
三
十
年
代
の
歌
壇
の
中
心
的
存
在
と
な
っ
た
。

c　

正
岡
子
規
は
『
歌
よ
み
に
与
ふ
る
書
』
を
書
い
て
、
短
歌
革
新
に
乗
り
出
し
、『
古
今
和
歌
集
』

を
否
定
し
て
『
万
葉
集
』
を
尊
重
し
、
写
生
を
主
張
し
た
。
子
規
の
根
岸
短
歌
会
に
は
、
長
塚

節
、
伊
藤
左
千
夫
ら
が
集
ま
り
、『
明
星
』
と
対
抗
す
る
勢
力
と
な
っ
た
。
ま
た
、
左
千
夫
が
創

刊
し
た
『
ア
ラ
ラ
ギ
』
に
は
斎
藤
茂
吉
、
島
木
赤
彦
、
土
屋
文
明
な
ど
が
結
集
し
、
根
岸
派
と
呼

ば
れ
た
。

d　

短
歌
と
同
様
、
俳
句
も
江
戸
以
来
の
旧
派
の
勢
力
が
強
か
っ
た
が
、
明
治
二
十
年
代
の
中
ご
ろ
、

正
岡
子
規
は
旧
派
を
月
並
俳
句
と
し
て
排
し
、
俳
句
の
革
新
運
動
を
展
開
し
た
。
子
規
は
芭
蕉
を

批
判
し
て
蕪
村
の
句
を
評
価
し
た
が
、
三
十
年
代
に
入
る
と
子
規
の
主
宰
す
る
俳
誌
『
ホ
ト
ト
ギ

ス
』
に
高
浜
虚
子
、
河
東
碧
梧
桐
ら
が
集
ま
り
、
俳
壇
の
一
大
勢
力
と
な
っ
た
。

e　

戯
曲
で
は
明
治
二
十
年
前
後
か
ら
演
劇
改
良
運
動
が
盛
ん
に
な
り
、
坪
内
逍
遥
は
シ
ェ
ー
ク
ス

ピ
ア
や
近
松
の
研
究
を
通
し
て
史
劇
の
改
良
を
志
し
た
。
新
し
い
時
代
の
世
相
風
俗
を
写
し
た
新

派
劇
が
始
ま
り
、
尾
崎
紅
葉
の
『
金
色
夜
叉
』、
徳
富
蘆
花
の
『
不
如
帰
』、
泉
鏡
花
の
『
滝
の
白

糸
』
な
ど
と
い
っ
た
、
今
日
新
派
の
古
典
に
数
え
ら
れ
て
い
る
演
目
が
次
々
と
上
演
さ
れ
た
。



二
九
の
二
一

【
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
の
「
２　

内
容　
〔
知
識
及
び
技
能
〕
⑴　

言
葉
の
特
徴
や
使

い
方
に
関
す
る
事
項
」
及
び
「
第
３　

指
導
計
画
の
作
成
と
内
容
の
取
扱
い
」
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　

単
語
の
活
用
、
助
詞
や
助
動
詞
な
ど
の
働
き
、

ア

に
つ
い
て
理
解
す
る
と
と
も
に
、
話

や
文
章
の
構
成
や
展
開
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
る
こ
と
。

a　

原
因
と
結
果
、
意
見
と
根
拠
な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係

b　

主
語
と
述
語
の
つ
な
が
り
や
文
法
事
項

c　

文
章
全
体
と
部
分
と
の
関
係

d　

文
章
の
構
成
や
論
理
の
展
開
、
表
現
の
仕
方

e　

文
の
成
分
の
順
序
や
照
応
な
ど
文
の
構
成

⑵　

単
元
な
ど
内
容
や
時
間
の
ま
と
ま
り
を
見
通
し
て
、
そ
の
中
で
育
む
資
質
・
能
力
の
育
成
に
向
け

て
、
生
徒
の
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
の
実
現
を
図
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
そ
の
際
、
言
葉
に

よ
る
見
方
・
考
え
方
を
働
か
せ
、
言
語
活
動
を
通
し
て
、

イ

自
分
の
思
い
や
考
え
を
深
め

る
学
習
の
充
実
を
図
る
こ
と
。

a　

話
や
文
章
の
種
類
と
そ
の
特
徴
に
つ
い
て
理
解
し

b　

言
葉
の
特
徴
や
使
い
方
な
ど
を
理
解
し

c　

話
や
文
章
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
の
扱
い
方
を
理
解
し

d　

比
喩
、
反
復
、
倒
置
、
体
言
止
め
な
ど
の
表
現
の
技
法
を
理
解
し

e　

話
し
言
葉
と
書
き
言
葉
の
特
徴
に
つ
い
て
理
解
し



二
九
の
二
二

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
１
学
年
の
内
容　

１　
〔
知
識
及
び
技
能
〕
⑵　

情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事

項
「
情
報
の
整
理
」
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
。

　

引
用
す
る
際
に
は
、
文
章
に
限
ら
ず
、
図
表
や
グ
ラ
フ
、
絵
や
写
真
な
ど
に
つ
い
て
も
同
様
に
扱

う
こ
と
に
留
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
出
典
に
つ
い
て
は
、
そ
の
媒
体
に
応
じ
て
、
書
名
、
著
者
名
、

発
行
年
や
掲
載
日
、
出
版
社
、
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
名
称
や
ア
ド
レ
ス
な
ど
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
著

作
権
に
留
意
す
る
と
と
も
に
、

ウ

こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

a　

情
報
の
受
け
手
が
出
典
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る

b　

自
分
の
考
え
が
伝
わ
る
文
章
に
な
る
よ
う
に
工
夫
す
る

c　
「
読
む
こ
と
」
の
指
導
事
項
と
の
関
連
を
図
る

d　

情
報
の
信
頼
性
を
十
分
吟
味
す
る

e　

多
様
な
読
み
手
を
説
得
で
き
る
よ
う
に
す
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
〕
Ｃ　

読
む
こ
と
の

「
考
え
の
形
成
、
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
。

　

文
章
を
読
ん
で
理
解
し
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
知
識
や
経
験
と
結
び
付
け
る
際
に
は
、
関
連
す

る
知
識
や
経
験
を
想
起
し
て
列
挙
す
る
の
み
で
な
く
、

エ

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
読
み
手

が
も
つ
知
識
や
経
験
は
一
人
一
人
異
な
る
こ
と
か
ら
、
ど
の
よ
う
な
知
識
や
経
験
と
結
び
付
け
る
か

に
よ
っ
て
、
同
じ
文
章
を
読
ん
で
も
考
え
は
多
様
な
も
の
と
な
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

a　

そ
れ
ら
と
結
び
付
け
な
が
ら
、
文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
と
比
べ
た
り
、
他

者
の
考
え
と
比
べ
た
り
す
る

b　

学
習
過
程
を
通
し
て
理
解
し
た
こ
と
や
評
価
し
た
こ
と
な
ど
を
結
び
付
け
て
自
分
の
考
え
を
明

確
に
も
て
る
よ
う
に
す
る

c　

そ
れ
ら
と
結
び
付
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
解
し
た
こ
と
や
考
え
た
こ
と
を
一
層
具
体
的
で
明

確
な
も
の
に
し
て
い
く

d　

そ
れ
ら
と
文
章
に
表
れ
て
い
る
も
の
の
見
方
や
考
え
方
と
を
比
べ
な
が
ら
、
自
分
の
考
え
を
確

か
な
も
の
に
し
て
い
く

e　

他
者
の
考
え
や
そ
の
根
拠
、
考
え
の
道
筋
な
ど
を
知
り
、
共
感
し
た
り
疑
問
を
も
っ
た
り
自
分

の
考
え
と
対
比
し
た
り
す
る



二
九
の
二
三

⑶　

次
の
文
章
は
、
第
３
学
年
の
内
容　

２　
〔
思
考
力
、
判
断
力
、
表
現
力
等
〕
Ｂ　

書
く
こ
と
の

「
考
え
の
形
成
、
記
述
」
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
。

　

表
現
の
仕
方
を
考
え
る
際
に
は
、
目
的
や
意
図
、
題
材
な
ど
に
合
わ
せ
て
、
第
３
学
年
ま
で
に
学

習
し
た
表
現
に
係
る
様
々
な
こ
と
を
活
用
し
な
が
ら
工
夫
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
同

じ
内
容
を
伝
え
る
場
合
も
、

オ

こ
と
で
、
よ
り
分
か
り
や
す
く
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

ま
た
、
文
章
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
例
え
ば
、
内
容
の
ま
と
ま
り
ご
と
に
見
出
し
を
付
け
た
り
番
号

を
振
っ
た
り
、
注
釈
を
付
け
た
り
す
る
工
夫
も
考
え
ら
れ
る
。

a　

文
章
を
書
く
目
的
や
意
図
に
応
じ
た
表
現
に
な
っ
て
い
る
か
な
ど
を
確
か
め
な
が
ら
、
文
章
全

体
を
整
え
る

b　

そ
の
表
現
が
ど
の
よ
う
に
働
い
て
い
る
か
を
考
え
な
が
ら
、
よ
り
効
果
的
な
表
現
を
選
ん
で
描

写
す
る

c　

読
み
手
の
立
場
に
立
っ
て
、
表
現
の
効
果
を
確
か
め
た
り
、
説
明
や
具
体
例
を
加
え
た
り
す
る

d　

根
拠
と
な
る
複
数
の
事
例
や
専
門
的
な
立
場
か
ら
の
知
見
を
引
用
す
る

e　

幾
つ
か
の
表
現
の
中
か
ら
適
切
な
表
現
の
仕
方
を
選
ん
だ
り
、
外
部
の
資
料
を
引
用
し
た
り
す

る



二
九
の
二
四【

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
「
第
一　

現
代
の
国
語
」
の	

「
２　

内
容　
〔
知
識
及
び
技
能
〕　

⑵　

話
や
文
章
に
含
ま
れ
て
い
る
情
報
の
扱
い
方
に
関
す
る
事
項
」、

⑵
は
「
第
一　

現
代
の
国
語
」
の
「
３　

内
容
の
取
扱
い
」、
⑶
は
「
第
二　

言
語
文
化
」
の	

「
１　

目
標
」
に
示
さ
れ
て
い
る
事
柄
で
あ
る
。

⑴　

ア

な
ど
情
報
と
情
報
と
の
関
係
に
つ
い
て
理
解
す
る
こ
と
。

ａ　

主
張
と
そ
の
前
提
や
反
証

ｂ　

主
張
と
論
拠

ｃ　

文
、
話
、
文
章
の
効
果
的
な
組
立
て
方
や
接
続
の
仕
方

ｄ　

論
理
の
展
開
や
表
現
の
仕
方

ｅ　

個
別
の
情
報
と
一
般
化
さ
れ
た
情
報

																																																																									

⑵　
「
Ｂ
書
く
こ
と
」
に
関
す
る
指
導
に
つ
い
て
は
、

イ

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　

10
～
20

ｂ　

20
～
30

ｃ　

30
～
40

ｄ　

10
～
30

ｅ　

20
～
50

⑶　

論
理
的
に
考
え
る
力
や
深
く
共
感
し
た
り
豊
か
に
想
像
し
た
り
す
る
力
を
伸
ば
し
、

ウ

、

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
。

a　

生
涯
に
わ
た
っ
て
他
者
や
社
会
と
関
わ
っ
て

b　

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

c　

言
語
を
通
し
て
他
者
と
円
滑
に
相
互
伝
達
、
相
互
理
解
を
進
め
て

d　

言
葉
が
も
つ
価
値
へ
の
認
識
を
深
め

e　

他
者
と
の
関
わ
り
の
中
で
伝
え
合
う
力
を
高
め



二
九
の
二
五

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
３
節　

国
語
科
の
目
標
」
と
「
第
４
節　

国
語
科
の
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
、「
１　

教
科
の
目
標
」
の
「
言
葉
に
よ
る
見
方
･
考
え
方
」
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
。

　

言
葉
に
よ
る
見
方･
考
え
方
を
働
か
せ
る
と
は
、
生
徒
が
学
習
の
中
で
、
対
象
と
言
葉
、
言
葉
と

言
葉
と
の
関
係
を
、
言
葉
の
意
味
、
働
き
、
使
い
方
等
に
着
目
し
て
捉
え
た
り
問
い
直
し
た
り
し
て
、

言
葉
へ
の
自
覚
を
高
め
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
様
々
な
事
象
の
内
容
を
自
然
科
学
や
社
会

科
学
等
の
視
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
を
直
接
の
学
習
目
的
と
し
な
い
国
語
科
に
お
い
て
は
、
言
葉
を

通
じ
た
理
解
や
表
現
及
び

エ

を
学
習
対
象
と
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、「
言
葉
に
よ
る
見

方
・
考
え
方
」
を
働
か
せ
る
こ
と
が
、
国
語
科
に
お
い
て
育
成
を
目
指
す
資
質
・
能
力
を
よ
り
よ
く

身
に
付
け
る
こ
と
に
つ
な
が
る
こ
と
と
な
る
。

ａ　

そ
こ
で
用
い
ら
れ
る
言
葉
そ
の
も
の

ｂ　

国
語
で
表
現
さ
れ
た
内
容
や
事
柄

ｃ　

国
語
で
表
現
さ
れ
た
様
々
な
事
物
、
経
験
、
思
い
、
考
え
等

ｄ　

文
化
的
に
高
い
価
値
を
も
つ
言
語
そ
の
も
の

ｅ　

文
化
的
な
言
語
生
活

⑵　

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

話
す
こ
と
・
聞
く

こ
と
」
の
「
表
現
、
共
有
（
話
す
こ
と
）」
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
国
語
」
で
は
、
話
し
言
葉
の
特
徴
を
踏
ま
え
て
話
し
た
り
、
場
の
状
況
に
応
じ
て
資
料

や
機
器
を
効
果
的
に
用
い
た
り
す
る
な
ど
、
相
手
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、「
国
語
表
現
」
で

は
、
相
手
の
反
応
に
応
じ
て
言
葉
を
選
ん
だ
り
、
場
の
状
況
に
応
じ
て
資
料
や
機
器
を
効
果
的
に
用

い
た
り
す
る
な
ど
、

オ

こ
と
を
示
し
て
い
る
。
音
声
表
現
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
形
に
残
ら

な
い
も
の
で
あ
る
た
め
、
表
現
を
工
夫
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ａ　

相
手
の
理
解
が
得
ら
れ
な
い
部
分
を
的
確
に
捉
え
、
臨
機
応
変
に
表
現
し
て
い
く

ｂ　

内
容
が
相
手
に
正
確
に
伝
わ
る
よ
う
に
、
適
切
に
表
現
す
る

ｃ　

実
際
に
話
す
状
況
に
照
ら
し
な
が
ら
、
表
現
の
効
果
を
考
え
る

ｄ　

相
手
の
同
意
や
共
感
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
表
現
を
工
夫
す
る

ｅ　

相
手
の
理
解
が
得
ら
れ
る
よ
う
に
、
表
現
の
仕
方
に
留
意
す
る



二 九 の 二 六
【選択問題　特別支援学校】

第６問　次の１〜５の問いに答えなさい。

１　次の文は，令和４年12月に文部科学省より示された「生徒指導提要」の一部である。

　発達障害を含む障害者への差別の解消に関して，平成28年４月に「障害を理由とす
る差別の解消の推進に関する法律」（いわゆる「障害者差別解消法」）が施行されまし
た。この法律では，障害を理由とする「 ア 」の禁止と障害者への「合理的配
慮の提供」が求められています。 ア とは障害者の権利利益を侵害することで
す。合理的配慮の提供とは， イ から社会的障壁の除去を必要としている旨の
意思の表明があった場合は，その実施に伴う負担が過重でないときは，障害者の権利
利益を侵害することとならないよう，社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理
的な配慮に努めなければならないということです。

（1）　空欄アに入る語句を，次のａ〜ｄの中から一つ選びなさい。 ア

ａ　不当な差別的な取扱い　　ｂ　活動の制限
ｃ　各種機会の提供の拒否　　ｄ　選挙活動の制限

（2）　空欄イに入る語句を，次のａ〜ｄの中から一つ選びなさい。 イ

ａ　学級担任　　　　　　　　ｂ　障害者
ｃ　医師　　　　　　　　　　ｄ　関係者



二 九 の 二 七

２　次の文は，令和３年９月に文部科学省から通知された「医療的ケア児及びその家族に
対する支援に関する法律の施行について（通知）」にある「留意事項」の一部である。

	 　文中の ウ 〜 オ に当てはまる語句を下の１〜９の中から一つずつ選
びなさい。

（1）定義（第２条関係）
①　「医療的ケア」の定義は，人工呼吸器による呼吸管理，喀痰吸引その他の

ウ であり，幼稚園，小学校，中学校，義務教育学校，高等学校，中等教
育学校及び特別支援学校（以下「学校」という。）において， エ の指示
の下，医療的ケア看護職員や喀痰吸引等（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62
年法律第30号）第２条第２項に規定する喀痰吸引等をいう。以下同じ。）を行う
ことができる介護福祉士，認定特定行為業務従事者（社会福祉士及び介護福祉士
法附則第３条第１項に規定する認定特定行為業務従事者をいう。以下同じ。）が
従前から行っている医療的ケアの範囲を変更するものではないこと。（第２条第
１項関係）

②　「医療的ケア児」の定義は，日常生活及び社会生活を営むために オ に
医療的ケアを受けることが不可欠である児童であり，18歳未満の者に加え，18歳
以上の者であって，高等学校，中等教育学校の後期課程及び特別支援学校の高等
部に在籍する者も含まれること（以下「児童生徒等」という。）。（同条第２項関
係）

１　学校長　　２　医療行為　　３　定期的　　４　医師　　　　５　健康管理
６　恒常的　　７　養護教諭　　８　緊急的　　９　看護行為

ウ
エ
オ



二 九 の 二 八
３　次の文は，「特別支援学校学習指導要領解説　各教科等編（小学部・中学部）（平成30
年３月）」の一部である。

　児童生徒一人一人の学習状況を カ に評価するため， キ の目標に準
拠した評価の観点による学習評価を行うことが重要である。一つの授業や単元，年間
を通して，児童生徒がどのように学ぶことができたのかや，成長したのかを見定める
ものが学習評価である。
（中略）
　なお，教科別の指導を行う場合や各教科等を合わせて指導を行う場合においても，

キ の目標に準拠した評価の観点による学習評価を行うことが必要である。

（1）　空欄カに入る語句を，次のａ〜ｄの中から一つ選びなさい。 カ

ａ　長期的　　　ｂ　短期的　　　　　ｃ　効率的　　ｄ　多角的

（2）　空欄キに入る語句を，次のａ〜ｄの中から一つ選びなさい。 キ

ａ　自立活動　　ｂ　６区分27項目　　ｃ　各教科　　ｄ　各段階

４　次の文は，「特別支援学校教育要領・学習指導要領解説　自立活動編（幼稚部・小学
部・中学部）（平成30年３月）」の一部である。

　自立活動は，特別支援学校の教育課程において特別に設けられた ク である。
この自立活動は，①授業時間を特設して行う自立活動の時間における指導を中心とし，
各教科等の指導においても，自立活動の指導と密接な関連を図って行われなければな
らない。このように，自立活動は，障害のある幼児児童生徒の教育において，教育課
程上重要な位置を占めていると言える。

（1）　空欄クに入る語句を，次のａ〜ｄの中から一つ選びなさい。 ク

ａ　指導形態　　ｂ　指導領域　　ｃ　教科　　ｄ　専門教科

（2）　下線部①「授業時間」について，「特別支援学校　小学部・中学部学習指導要領
（平成29年４月）」では，児童又は生徒の障害の状態や特性及び心身の発達の段階等に
応じてどのように定めるとされているか，次のａ〜ｄの中から選びなさい。 ケ

ａ　年間10単位時間から280単位時間までを標準とする。
ｂ　年間35単位時間から280単位時間までを標準とする。
ｃ　年間７単位を超えない範囲で定めるものとする。
ｄ　適切に定めるものとする。



二 九 の 二 九

５　次の文は，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［改訂版］』（令和３年３月）の一部を示したものである。

	 　文中の コ 〜 ス に当てはまる語句を，下のａ〜ｄの中からそれぞれ
一つ選びなさい。

（２）通常の学級における学習につまずきのある子どもへの支援の在り方
　通常の学級において，学習につまずきのある子どもへの対応を考える上で，多層指
導モデル（MIM）が参考になります。これは，異なる学力層の子どものニーズに対応
した指導・支援を提供していこうとするモデルであり，特に子どもが学習に コ
に，また，つまずきが重篤化する前に指導・支援を行うことを目指すものです。MIM
では，まず１stステージでは，通常の授業の中で質の高い指導を サ に実施し
ます。２ndステージでは，１stステージのみでは伸びが十分でない子どもに対して，
通常の授業に加え，その他の時間帯等も使いながら， シ な指導を行っていき
ます。その子ども向けの教材，その子どもに向けての指示等，通常の学級内での

シ な指導ととらえます。３rdステージでは，１stステージ，２ndステージの
指導を行ってもなお，伸びが乏しい子どもに対し，より個に特化した集中的な指導を
実施します。 シ ，集中的に柔軟な形態での特化した指導を目指します。指導
の場としては，通常の学級内にとどまらず， ス 等での指導も考えられます。

通常の学級内での
　　　な指導

　　　 ・集中的・柔軟な形
態による特化した指導

１st ステージ

対象指導

１st ステージのみでは
伸びが乏しい子ども

通常の学級における多層指導モデル
（Multilayer Instruction Model:MIM）

通常の学級内での
効果的な指導

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（MIM）開発に関する研究」海津他【２００８】

１st、２nd ステージでは
伸びが乏しい子ども

２nd ステージ

３rd ステージ

サ

シ

シ

コ 　		ａ　つまずいた時　　　　　　ｂ　つまずく前	 	
ｃ　興味がもてない時　　　　ｄ　集中できない時

サ 　		ａ　全ての子ども　　　　　　ｂ　特異な才能のある子ども	 	
ｃ　つまずきのある子ども　　ｄ　特別な配慮を必要とする子ども

シ 　		ａ　発展的　　ｂ　総合的　　ｃ　横断的　　ｄ　補足的

ス 　		ａ　居住地校交流　　　　　　ｂ　通級指導教室		
ｃ　適応指導教室　　　　　　ｄ　交流および共同学習








