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□

次
の
文
章
は
日
本
語
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
る
か
に
つ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

※
　
文
章
の
途
中
で
出
て
く
る

『漢
字
』
『英
単
語
』
の
解
釈
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
あ
く
ま
で
も

一
つ
の
説
が
あ
る
と
い
う
前
提
で
、

後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
（字
数
に
つ
い
て
は
、
句
読
点
、
「　
」
な
ど
も

一
字
に
数
え
る
も
の
と
す
る
。
）

現
代
国
語
と
呼
ば
れ
る
日
本
語
の
体
系
は
、
明
治
維
新
以
後
、
多
く
の
先
人
た
ち
の
努
力
に
よ
っ
て
創
造

・
改
善
さ
れ
、
今
日
に
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
形
の

も
の
に
出
来
上
が
っ
た
。
明
治
初
年
期
に
は
、
こ
れ
ら
の
先
人
た
ち
は
、
外
国
語
の
中
に
あ
る
熟
語
の
多
く
を
日
本
語
に
移
し
換
え
、
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
の
に

漢
字
を
用
い
た
。
漢
字

一
つ
ひ
と
つ
が
、
固
有
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
つ
た
。
漢
字
は
表
意
文
字
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
意
文
字
と
し
て
の
漢

字
を
利
用
し
て
、
い
く
つ
か
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
新
た
な
単
語
や
熟
語
を
作
り
上
げ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
漢
字

一
つ
ひ
と
つ
が
そ
れ
ぞ
れ
固
有

の
意
味
を
持
つ
の
で
、
私
た
ち
日
本
人
は
、
そ
れ
ら
を
見
れ
ば
意
味
が
読
み
と
れ
る
の
だ
が
、
結
果
は
、
同
音
異
義
の
熟
語
が
た
く
さ
ん
で
き
て
し
ま
っ
た
。
発

音
を
聞
い
た
だ
け
で
は
実
際
に
何
を
意
味
す
る
の
か
わ
か
ら
潤
劇
と
い
う
事
態
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
（　
１
　
）
使
わ
れ
て
い
る
漢
字
を
見
れ
ば
、
意
味
を
ほ

と
ん
ど
ま
ち
が
わ
ず
に
理
解
で
き
る
の
だ
か
ら
、
書
き
こ
と
ば
と
し
て
は
困
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。

今
見
た
よ
う
に
、
漢
字
は
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
漢
字
を
用
い
た
熟
語
に
は
、
そ
れ
自
体
が
持
つ
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
だ

が
、
話
し
こ
と
ば
と
な
る
と
、
音
だ
け
が
耳
に
入
る
の
で
、
熟
語
を
個
々
に
取
り
上
げ
た
の
で
は
何
を
意
味
す
る
の
か
わ
か
ら
な
い
。
（　
２
　
）
一化
と
鼻
、
川

と
皮
な
ど
、
音
が
同
じ
も
の
に
つ
い
て

「
ハ
ナ
」
と

「カ
ワ
」
の
よ
う
に
仮
名
で
書
か
れ
て
い
た
ら
、
意
味
を
と
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。
後
に
触
れ
る
よ
う
に
、

文
脈

（８
鼻
異
じ

の
中
で
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
私
た
ち
は
ほ
と
ん
ど
困
ら
な
い
が
、
単
独
で
示
さ
れ
た
の
で
は
何
の
こ
と
か
わ
か
ら
な
い
。
話
し
こ
と
ば
で

の
使
用
に
お
け
る
難
点
が
こ
こ
に
あ
る
。
い
く
つ
か
の
漢
字
を
つ
ら
ね
て
作
ら
れ
た
熟
語
で
も
同
様
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
の
は
、
漢
字

一
文
字
の
場
合
だ
が
、

漢
字
二
文
字
の
場
合
に
も
同
様
の
難
点
が
あ
る
。
例
え
ば

「ｄ
引
劇
」
と
書
か
れ
た
り
話
さ
れ
た
時
、
こ
れ
が
単
独
に
示
さ
れ
た
の
で
は
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
全

然
わ
か
ら
な
い
。
こ
の
仮
名
三
文
字
に
対
す
る
漢
字
の
熟
語
は
た
く
さ
ん
あ
る
。

私
た
ち
は
、
漢
字
で
書
か
れ
て
い
れ
ば
意
味
を
と
り
違
え
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
漢
字
に
よ
る
表
現
に
は
、
数
多
く
同
じ
音
で
表
さ
れ
る
も
の
が
あ
る
。

（　
３
　
）
読
む
側
が
意
味
に
つ
い
て
誤
解
す
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
に
固
有
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
次
に
掲

げ
る
英
単
語
の
意
味
を
、
見
た
だ
け
で
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
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こ
れ
ら
の
英
単
語
の
う
ち
、
三
番
目
と
四
番
目
の
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
数
学
、
物
理
学
を
意
味
し
て
お
り
、
著
者
の
専
門
分
野
に
も
関
わ
る
か
ら
意
味
が
わ
か

る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
二
つ
以
外
は
、
私
も
英
和
辞
典
を
参
照
し
な
け
れ
ば
わ
か
ら
な
い
。
日
本
語
で
は
、
こ
れ
ら
に
当
た
る
語
は
、
こ
の
順
に

「高
所
恐
怖
症
」

「閉
所
恐
怖
症
」
「再
生

。
復
活
」
お
よ
び

「白
血
病
」
を
表
わ
す
「
Ｊ
引
だ
ろ
う
、
漢
字
で
表
し
て
み
れ
ば
、
初
め
て
見
た
人
で
も
だ
い
た
い
の
と
こ
ろ
は
理
解

で
き
る
語
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
納
得
が
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
漢
字
の
組
み
合
わ
せ
で
表
わ
せ
ば
、
何
を
意
味
す
る
か
推
測
す
る
こ
と
が
可
能
な

の
で
あ
る
。　
一
方
、
先
ほ
ど
挙
げ
た
英
語
の
単
語
は
、
見
た
だ
け
で
は
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
わ
か
ら
な
い
。
漢
字
の
使
用
に
は
、
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
利
点
が
あ

る
こ
と
を
私
た
ち
は
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

今
述
べ
た
よ
う
な
利
点
は
、
漢
字
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
意
味
が
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
（　
４
　
）
漢
字
を
い
く
つ
か
組
み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
た
熟
語
は
、
個
々

の
漢
字
の
意
味
を
超
え
た
情
報
を
私
た
ち
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
漢
字
を
使
っ
て
文
章
を
作
れ
ば
、
平
仮
名
や
片
仮
名
を
使
っ
た
場
合
で
は
表
現
で
き
な
い

多
様
な
意
味
を
込
め
ら
れ
る
。
そ
の
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
が
決
ま
っ
た
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
ら
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
漢
字
を
使

う
こ
と
に
よ
り
、
豊
か
な
世
界
が
文
章
表
現
の
上
に
広
が
る
の
で
あ
る
。
今
ま
で
多
く
の
人
に
よ
っ
て
漢
字
学
習
の
難
し
さ
が
指
摘
さ
れ
、
漢
字
は
必
要
悪
だ
と

す
ら
発
言
す
る
向
き
も
あ
る
。
だ
が
、
漢
字
が
使
え
る
こ
と
か
ら
多
種
多
様
な
熟
語
が
工
夫
さ
れ
、
私
た
ち
の
日
常
生
活
を
豊
か
に
し
て
く
れ
る
。
平
仮
名
と
片

仮
名
と
い
う
日
本
製
の
文
字
が
漢
字
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
、
表
現
上
の
豊
か
な
世
界
が
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
（中
略
）

日
本
人
の
能
力
が
す
ば
ら
し
い
と
い
う
か
、
世
界
の
い
ろ
い
ろ
な
国
の
人
々
と
ま
っ
た
く
違
っ
て
ユ
ニ
ー
ク
だ
と
結
論
し
た
く
な
る
の
は
、
同
音
異
義
語
を
あ

る
文
脈
の
中
で
聞
い
た
時
、
頭
の
中
に
そ
の
語
の
漢
字
表
現
が
ど
ん
な
も
の
か
瞬
時
に
浮
か
ん
で
い
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
人
は
意
識
し
て
は
い
な

い
よ
う
だ
が
、
漢
字
表
現
が
脳
裏
に
浮
か
ば
な
か
っ
た
ら
、
い
く
ら
文
脈
の
中
で
わ
か
る
と
い
っ
て
も
理
解
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
ん
な
す
ご
い
能
力
は
、
た
ぶ

ん
日
本
人
以
外
に
は
備
わ
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
な
能
力
が
日
本
人
に
あ
る
の
は
、
日
本
語
文
に
よ
る
表
現
に
固
有
な
漢
字
と
二
つ
の
仮
名
文

字
に
よ
る
用
法
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
大
多
数
の
日
本
人
に
ほ
と
ん
ど
何
の
困
難
も
な
く
習
得
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
私
は
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
す
ぐ

れ
た
能
力
は
、
幼
児
の
段
階
か
ら
文
字
に
親
し
ん
で
き
た
結
果
、
獲
得
さ
れ
た
に
ち
が
い
な
い
。
た
い
て
い
の
場
合
、
意
識
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
同
音

異
義
語
の
ど
れ
が
文
脈
の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
の
か
が
、
聞
き
な
が
ら
瞬
時
に
理
解
で
き
る
能
力
は
実
に
す
ば
ら
し
い
。
こ
う
し
た
理
解
が
難
し
い
と
感
じ
た
時
、

話
し
て
い
る
当
事
者
は
、
例
え
ば

「お
化
け
の
カ
ガ
ク
」
と
い
う
表
現
で

「化
学
」
と
表
す
と
い
う
ふ
う
に
語
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
ん
な
ふ
う
に
断
り
を
入
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れ
て
誤
解
の
な
い
よ
う
に
私
た
ち
が
試
み
る
場
合
は
実
際
に
は
あ
ま
り
多
く
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
人
た
ち
が
自
分
の
経
験
か
ら
十
分
に
理
解

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

（　
５
　
）
同
音
異
義
語
に
は
た
く
さ
ん
の
用
例
が
あ
り
、
私
た
ち
日
本
人
の
間
の
会
話
や
講
演
な
ど
で
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る

が
た
め
に
、
私
た
ち
日
本
人
は
母
語
で
あ
る
日
本
語
の
学
習
が
容
易
で
な
く
、
日
本
語
の
使
い
方
が
な
か
な
か
う
ま
く
い
か
な
い
の
だ
と
い
う
批
判
が
あ
る
。

し
か
し
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
同
音
異
義
語
に
よ
っ
て
大
変
な
苦
労
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
人
の
数
は
あ
ま
り
多
く
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
言

う
の
は
、
ほ
と
ん
ど
意
識
す
る
こ
と
な
し
に
こ
れ
ら
の
話
を
聞
い
た
時
、
脳
裏
に
漢
字
が
浮
か
び
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
誤
解
す
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

語
ら
れ
る
文
脈
の
中
で
そ
れ
と
わ
か
る
よ
う
に
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
正
し
く
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
能
力
を
私
た
ち
は
持
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。

日
本
語
で
は
、
英
語
そ
の
他
の
外
国
語
と
違
っ
て
、
話
し
こ
と
ば

。
書
き
こ
と
ば
の
両
者
で
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
主
語
が
使
わ
れ
な
い
。
そ
の
せ
い
で
、
主
語

が
な
い
か
ら
、
何
が
主
題
な
の
か
明
ら
か
で
な
い
。
こ
ん
な
あ
や
ふ
や
な
言
語
と
し
て
の
体
系
を
日
本
語
が
と
っ
て
い
る
か
ら
、
私
た
ち
日
本
人
の
思
考
が
あ
い

ま
い
と
な
り
、
論
理
的
に
物
事
の
処
理
が
で
き
な
い
の
だ
と
い
う
主
張
が

一
部
で
な
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
私
た
ち
も
主
語
を
用
い
な
け
れ
ば
文
意
が
明
確
で
な

い
場
合
に
は
、
き
ち
ん
と
主
語
を
据
え
て
語
っ
た
り
書
い
た
り
し
て
い
る
で
は
な
い
か
。
私
た
ち
は
自
明
と
い
う
か
、
誤
解
さ
れ
な
い
場
合
に
の
み
、
主
語
を
省

略
し
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
英
語
ほ
か
の
外
国
語
の
文
法
体
系
に
対
し
あ
る
種
の
コ
ン
プ
レ
ツ
ク
ス
を
抱
き
、
日
本
語
の
文
法
体
系
が
な
っ
て
い
な
い
と
主

―
―
―
―
―
―
―
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ア
）

張
す
る
人
が
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
誤
解
も
は
な
○
○
○
○
と
言
う
べ
き
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
誤
解
が
生
じ
る
余
地
の
な
い
時
に
だ
け
、
主
語
を
省
略
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
（中
略
）

日
本
に
漢
字
文
が
伝
わ
っ
た
時
、
古
代
に
生
き
た
人
々
は
片
仮
名
文
字
を
発
明
し
、
そ
れ
を
用
い
て
漢
字
文
を
読
み
下
す
工
夫
を
見
出
し
た
。
こ
の
こ
と
は
当

時
、
日
本
語
の
体
系
が
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
す
で
に
確
立
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
当
時
の
私
た
ち
の
祖
先
は
助
詞
を
使
う
よ
う
な
形
式

に
日
本
語
の
祖
型
を
作
り
あ
げ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
す
ご
い
発
明
を
飛
鳥
時
代
に
は
す
で
に
な
し
と
げ
て
お
り
、
漢
字
文
の
音
に
よ

る
発
音
を
日
本
人
に
合
う
よ
う
に
作
り
直
し
て
読
ん
で
い
た
。
こ
の
伝
統
は
現
代
に
ま
で
受
け
継
が
れ
て
き
て
お
り
、
私
た
ち
は
漢
字
文
を
日
本
語
の
体
系

降
隆
降
段
Ｆ
師
レ
下
せ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
助
詞
が
あ
る
お
か
げ
で
、
独
立
し
た
音
と
音
の
連
続
で
な
く
、
和
ら
げ
ら
れ
た
表
現
と
な
る
の
だ
。
こ
ん
な

穏
や
か
な
語
法
が
、
た
ぶ
ん
文
字
に
よ
る
表
現
法
を
学
ぶ
以
前
か
ら
日
本
語
に
あ
っ
た
の
だ
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
日
本
人
の
独
創
で
あ
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
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よ
い
。
漢
字
文
で
は
使
用
さ
れ
る
漢
字
に
は
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
発
音
が
あ
り
、
そ
れ
ら
が
つ
ら
ね
ら
れ
て
読
ま
れ
る
か
ら
柔
ら
か
な
音
の
連
続
と
は
な
ら
な
い
。

（イ
）―

―

―

―

―

―

―

そ
う
し
た
音
の
連
続
は
、
必
然
的
に
ぶ
っ
○
○
○
○
な
響
き
を
持
つ
も
の
に
な
る
。
同
様
の
事
情
は
、
英
語

・
フ
ラ
ン
ス
語
そ
の
他
の
言
語
の
体
系
で
も
同
様
に

認
め
ら
れ
る
。
韓
国
語
の
体
系
は
日
本
語
の
そ
れ
と
似
て
い
る
の
で
、
話
す
の
が
理
解
で
き
な
く
て
も
耳
に
穏
や
か
に
聞
こ
え
る
の
で
あ
る
。
中
国
語
で
も
、
漢

字
文
は
使
わ
れ
る
漢
字
に
つ
い
て
は
語
順
が
決
ま
っ
て
い
る
。
こ
の
点
は
英
語
そ
の
他
の
外
国
語
と
同
様
で
あ
る
。
こ
こ
で
英
語
文
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
例

え
ば
、Ｈ

ｍ
ｏ
一ｏ
∽ｏ
Ｆ
ｏ
ｏ
ｒ

と
い
う
表
現
で
は
、
並
べ
る
単
語
の
順
序
が
決
ま

っ
て
い
る
。
話
し
こ
と
ば
で
も
同
様
に
、
順
序
が
決
ま

っ
て
い
る
。
こ
の
順
序
の
通
り
に
話
し
た
り
書
い
た
り

，
ｒ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

し
な
か
っ
た
ら
、
文
と
し
て
は
意
味
を
な
さ
ず
、
ナ
ン
○
○
○
な
表
現
と
な
っ
て
し
ま
う
。

こ
う
し
た
剛
さ
、
あ
る
い
は
融
通
の
利
か
な
さ
が
、
英
語
ほ
か
の
多
く
の
こ
と
ば

（言
語
）
の
体
系
に
あ
る
。
こ
の
剛
さ
を
私
は
剛
性

↑
い̈
〓
い一し

と
名
づ
け

て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
性
格
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
話
し
こ
と
ば
に
し
て
も
書
き
こ
と
ば
に
し
て
も
、
表
現
さ
れ
た
も
の

（文
に
し
て
も
、
話
し
こ
と
ば
に
し

て
も
）
の
意
味
が
厳
密
に
決
ま
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
理
的
に
見
て
厳
密
な
文
章
表
現
が
可
能
と
な
る
。
話
し
こ
と
ば
に
よ
る
表
現
で
も
同
様
で
あ
る
。
日
本
語

の
場
合
は
ど
う
か
と
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
こ
う
し
た
剛
性
は
認
め
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
先
の
英
語
文
で
は
、
単
語
の
用
い
ら
れ
る
順
序
が
決
ま
っ

て
い
る
が
、
日
本
語
で
は
こ
の
順
序
通
り
に
な
ぞ
ら
な
く
て
も
よ
い
。
こ
の
融
通
性
は
、
助
詞
が
使
え
る
こ
と
か
ら
可
能
と
な
り
、
日
本
語
に
よ
る
表
現
が
穏
や

か
と
な
る
理
由
な
の
で
あ
る
。
も
う

一
度
繰
り
返
す
と
、
日
本
語
の
体
系
で
は
話
し
こ
と
ば
に
し
て
も
書
き
こ
と
ば
に
し
て
も
、
英
語
文
に
お
け
る
、
Ｓ
＋
Ｖ
＋

○
＋
Ｃ
と
い
う
基
本
型
が
な
く
て
も
表
現
に
は
困
ら
な
い
。
助
詞
が
あ
る
こ
と
に
よ
り
、
い
ろ
い
ろ
な
表
現
を
可
能
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
こ

の
よ
う
な
日
本
語
の
特
性
が
、
論
理
思
考
の
点
で
、
私
た
ち
が
弱
点
を
創
α
α
原
因
を
作
り
だ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
人
と
人
と
の
付
き
合
い
で
は
、
こ

と
ば
が
大
切
な
役
割
を
果
た
す
が
、
日
本
人
同
士
の
間
で
は
こ
の
よ
う
な
日
本
語
の
特
性
が
、
付
き
合
い
を
穏
や
か
な
も
の
と
し
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
よ
さ
そ

う
で
あ
る
。
英
語
ほ
か
の
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
起
源
の
一一皇
ｍ
の
体
系
に
も
、
ま
た
中
国
語
の
そ
れ
に
も
、
こ
の
よ
う
な
性
格
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
一一皇
中
の
持
つ
剛
性
が
、

こ
れ
ら
の
言
語
を
母
語
と
す
る
人
た
ち
の
性
格
を
決
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

〈
出
典

『
日
本
語
は
本
当
に
非
論
理
的
か
』
桜
井
邦
朋

〉

※
設
間
の
都
合
上
、
文
章
を
改
め
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。
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問
１
　
１
１
１

線
部
Ａ
の
よ
う
に

「セ
イ
カ
」
と
発
音
す
る
①
～
⑤
の
力
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

（
と
め

・
は
ね

。
は
ら
い
に
注
意
し
、
楷
書
で
丁
寧
に
書
く
こ
と
。
）

人
気
歌
手
の
セ
イ
カ
が
私
の
町
に
あ
る
。

祖
父
の
墓
に
ｄ
引
刈
を
供
え
る
。

ｄ
引
刻
の
授
業
以
外
に
補
習
が
あ
る
。

ケ
ー
キ
な
ど
の
食
品
を
作
る
ｄ
刊
刈
工
場
を
見
学
す
る
。

セ
イ
カ
の
こ
ろ
、
恩
師
に
暑
中
見
舞
い
状
を
送
る
。

⑤ ④ ③ ② ①

問
２
　
１
１
１

線
部

ａ
～
ｄ
の
品
詞
名
を
答
え
な
さ
い
。

わ
か
ら
な
い
　
　
　
　
　
　
不
可
能
で
あ
る

問
３
　
（ア
）
～

（
工
）
に
入
れ
る
べ
き
語
句
を
書
き
な
さ
い
。

た
だ
し

（
ア
）
（イ
）
（
工
）
は
ひ
ら
が
な
、
（ウ
）
は
カ
タ
カ
ナ
で
記
す
こ
と
。

（
ア
）
は
な
○
○
○
○

問
４
　
（　
１
　
）
～

（　
５
　
）

ア
　
し
た
が
っ
て

ま
ず
な
い

ど
う
だ
ろ
う

（イ
）
ぶ
っ
○
○
○
○
　
　
　
（ウ
）
ナ
ン
○
○
○
　
　
　
（
工
）
さ
○
○

に
あ
て
は
ま
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

イ
　
つ
ま
リ
　
　
　
ウ
　
そ
し
て
　
　
　
工
　
確
か
に
　
　
　
オ
　
だ
が
　
　
　
力
　
例
え
ば
　
　
　
キ
　
そ
こ
で
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問
５

問

６
問

７

問

８

エ ウ イ アエ ウ イ ア

線
部
Ｂ
「日
本
人
の
能
力
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
日
本
人
に
こ
の
よ
う
な
能
力
が
備
わ
る
の
か
、
四
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

線
部
Ｃ
「日
本
語
の
文
法
体
系
が
な
っ
て
い
な
い
と
主
張
す
る
人
」
と
あ
る
が
、
彼
ら
が
そ
う
主
張
す
る
根
拠
を
四
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

線
部
Ｄ
「穏
や
か
な
語
法
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

飛
鳥
時
代
か
ら
続
く
、
助
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
漢
字
音
の
連
続
を
避
け
、
音
感
を
大
事
に
し
た
日
本
語
の
語
法
。

助
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
漢
字
文
で
使
用
さ
れ
る
音
の
固
有
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
耳
に
入
る
音
を
和
ら
げ
ら
れ
た
日
本
語
の
語
法
。

助
詞
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
独
立
し
た
漢
字
文
で
使
用
さ
れ
る
音
の
連
続
を
避
け
、
音
感
を
和
ら
げ
ら
れ
た
日
本
語
の
語
法
。

助
詞
を
用
い
る
こ
と
で
、
漢
字
文
を
日
本
語
の
体
系
に
よ
り
、
読
み
下
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
日
本
独
自
の
語
法
。

線
部
Ｅ
Ｅ
一呈
中
の
持
つ
剛
性
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

あ
る
言
語
体
系
の
中
に
存
在
す
る
、
語
順
が
固
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
理
的
に
見
て
厳
密
な
意
味
表
現
を
可
能
に
す
る
言
語
の
性
質
。

多
く
の
言
語
の
中
に
あ
る
、
語
順
を
決
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
論
理
思
考
を
深
め
厳
密
さ
を
求
め
る
、
剛
さ
に
例
え
ら
れ
る
性
質
。

日
本
語
以
外
の
言
語
に
多
く
見
ら
れ
る
、
論
理
的
に
見
て
厳
密
な
文
章
表
現
を
可
能
と
す
る
、
単
語
の
順
序
が
固
定
さ
れ
る
性
質
。

英
語
ほ
か
の
多
く
の
こ
と
ば
に
あ
る
、
並
べ
る
単
語
の
順
序
が
決
ま
っ
て
お
り
、
文
法
の
基
本
型
に
忠
実
な
こ
と
ば

（言
語
）
の
性
質
。
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問
９
　
本
文
の
内
容
を
ふ
ま
え
、
不
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア
　
日
本
人
が
表
意
文
字
で
あ
る
漢
字
を
用
い
て
作

っ
た
熟
語
は
、
初
め
て
見
て
も
意
味
を
お
お
よ
そ
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

イ
　
数
多
く
存
在
す
る
同
音
異
義
語
は
、
話
し
言
葉
に
お
い
て
単
独
で
用
い
ら
れ
た
と
き
は
、
意
味
が
わ
か
ら
な
い
場
合
が
あ
る
。

ウ
　
日
本
語
で
は
、
漢
字

・
ひ
ら
が
な

。
カ
タ
カ
ナ
を
多
様
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
豊
か
な
文
章
表
現
の
世
界
を
形
作
る
。

工
　
多
く
の
用
例
が
あ
る
同
音
異
義
語
の
た
め
に
、
日
本
人
は
日
本
語
の
習
得
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
い
う
批
判
が
あ
る
。

オ
　
英
語
で
は
単
語
の
並
ぶ
順
番
が
決
ま
っ
て
お
り
厳
密
な
文
章
表
現
と
な
る

一
方
、
日
本
語
は
主
語
を
省
略
す
る
な
ど
文
法
体
系
が
確
立
し
て
い
な
い
。

力
　
母
語
と
し
て
用
い
る
言
語
の
剛
性
な
ど
の
特
性
が
、
そ
の
国
の
人
々
の
性
格
を
形
作
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
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□

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
（字
数
に
つ
い
て
は
、
句
読
点
、
「　
」
な
ど
も

一
字
に
数
え
る
も
の
と
す
る
。
）

今
は
昔
、
遣
唐
使
の
唐
に
あ
る
間
に
、
妻
を
ま
う
け
て
子
を
生
ま
せ
つ
。
そ
の
子
、
い
ま
だ
劇
ｄ
引
測
劃
程
に
日
本
に
帰
る
。
妻
に
契
り
て
曰
く

「異
遣
唐
使

行
か
ん
に
つ
け
て
、
消
息
あ
る
べ
し
。
ま
た
こ
の
子
、
乳
母
離
れ
ん
程
に
は
迎
へ
取
る
べ
し
」
と
契
り
て
帰
朝
し
ぬ
。
母
、
遣
唐
使
の
来
る
ご
と
に
、
「消
息
や

あ
る
」
と
尋
ぬ
れ
ど
、
敢
へ
て
音
も
な
し
。
母
、
大
き
に
恨
み
て
、
こ
の
児
を
抱
き
て
日
本
へ
向
き
て
、
児
の
首
に
遣
唐
使
そ
れ
が
し
が
子
と
い
ふ
札
を
書
き
て

結
ひ
つ
け
て
、
「宿
世
あ
ら
ば
、
親
子
の
仲
∞
徊
劃
湖
洲
潤
司
」
と
言
ひ
て
、
海
に
投
げ
入
れ
て
帰
り
ぬ
。

父
あ
る
時
、
難
波
の
浦
の
辺
を
行
く
に
、
沖
の
方
に
鳥
の
浮
か
び
た
る
や
う
に
て
、
自
き
も
の
見
ゆ
。
近
く
な
る
ま
ま
に
見
れ
ば
、
童
に
み
な
し
つ
。
怪
し
け

れ
ば
馬
を
控

へ
て
見
れ
ば
、
い
と
近
く
寄
り
来
る
に
、
四
つ
ば
か
り
な
る
児
の
白
く
を
か
し
げ
な
る
、
波
に
つ
き
て
寄
り
来
た
り
。
馬
を
打
ち
寄
せ
て
見
れ
ば
、

鍵
』
築
」爾
い鵜
構
発
晏
輩
鷲
蔓
製ね
魏
鶴
鰐
誠
稜
輪
ぽ
兒
科

遣
唐
使
の
行
き
け
る
に
つ
け
て
、
こ
の
由
を
書
き
や
り
た
り
け
れ
ば
、
母
も
今
は
は
か
な
き
も
の
に
思
ひ
け
る
に
、
か
く
と
聞
き
て
な
む
、ｙ
柿
朴
釧
ｄ
ｄ
潤
引
と

よ
ろ
こ
び
け
る
。

さ
て
こ
の
児
、
大
人
に
な
る
ま
ま
し
刊
ｄ
酬
「
ｄ
釧
割
劃
引
明
。

こ
れ
が
書
き
た
る
な
り
け
り
と
。

（注
１
）
七
大
寺
の
額
ど
も
…
奈
良
に
あ
る
七
つ
の
大
き
な
寺
院

（東
大
寺

。
興
福
寺

・
元
興
寺

。
大
安
寺

・
薬
師
寺

・
西
大
寺

を
記
し
た
額
。

〈
出
典

『宇
治
拾
遺
物
語
』
〉

。
法
隆
寺
）
に
あ
る
、
寺
の
名

う
を
か
ひ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
２

１
）

魚
に
助
け
ら
れ
た
り
け
れ
ば
、
名
を
ば
魚
養
と
ぞ

つ
け
た
り
け
る
。
七
大
寺
の
額
ど
も
は
、
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問

１

線
部
①
と
②
を
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

①
　
行
き
あ
ひ
な
む
　
　
　
②
　
い
み
じ
う

線
部
Ａ
～
Ｃ
の
古
語
に
つ
い
て
、
本
文
中
の
解
釈
に
最
も
意
味
が
近
い
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

問

２

C B A

ア ア ア

イ イ イ

か  L か
わ 産 わ
い   い
が    い
つ

て

ウ ウ ウ

エ エ エ

エ ウ イ ア

い
と
け
な
き

消
息

か
な
し
く

幼
い

手
紙

過
去
を
悔
や
み

恋
し
い

来
訪

心
を
痛
め

か
わ
い
そ
う
）

案
内
　
　
　
）

心
ひ
か
れ
て
）

問
３
　
係
り
結
び
の
法
則
に
基
づ
き
、
本
文
中
の
日

‐ｘｌ
国
に
入
る
係
助
詞
を
書
き
な
さ
い
。

間

４

線
部
Ｙ
「稀
有
の
こ
と
な
り
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

母
親
の
手
に
よ
っ
て
唐
か
ら
海
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
子
が
、
魚
の
背
で
命
を
つ
な
ぎ
日
本
に
た
ど
り
着
き
、
偶
然
に
も
遣
唐
使
に
拾
わ
れ
た
こ
と
。

遣
唐
使
の
子
が
、　
一
度
は
死
ん
だ
と
思
わ
れ
た
が
、
長
い
距
離
を
大
魚
の
背
で
育
て
ら
れ
、
命
を
つ
な
ぎ
な
が
ら
日
本
に
帰

っ
て
き
た
こ
と
。

母
親
に
疎
ま
れ
る
あ
ま
り
、
愛
を
十
分
に
受
け
ら
れ
な
か
っ
た
子
が
、
魚
の
背
に
乗
せ
ら
れ
日
本
に
た
ど
り
着
き
、
父
の
従
者
に
拾
わ
れ
た
こ
と
。

海
に
投
げ
入
れ
ら
れ
、
死
ん
だ
と
思
わ
れ
た
遣
唐
使
の
子
が
、
魚
の
背
に
乗
っ
て
日
本
に
着
き
、
実
の
父
親
に
保
護
さ
れ
育
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

A(9)



問

５

線
部
Ｚ
「手
を
め
で
た
く
書
き
け
り
」
の
部
分
を
現
代
語
訳
し
な
さ
い
。

問
６
　
本
文
中
に
、
「　
　
」
を
つ
け
る
部
分
が
あ
る
。
最
初
と
最
後
の
六
字
を
書
き
な
さ
い
。

問
７
　
本
文
の
内
容
を
ふ
ま
え
、
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

魚
養
は
幼
い
頃
、
魚
の
背
に
乗
せ
ら
れ
て
日
本
に
や
っ
て
き
た
経
緯
が
あ
る
が
、
や
が
て
七
大
寺
の
額
に
自
ら
の
名
を
残
す
ほ
ど
の
高
僧
に
な
っ
た
。

遣
唐
使
そ
れ
が
し
の
父
が
、
あ
る
時
難
波
の
浦
で
見
つ
け
た
白
い
も
の
は
四
才
く
ら
い
の
子
ど
も
で
あ
り
、
首
に
目
印
と
な
る
札
を
か
け
て
い
た
。

遣
唐
使
の
妻
は
、
宿
命
で
あ
る
な
ら
ば
父
と
子
は
再
会
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
う
考
え
と
遣
唐
使
に
対
す
る
恨
み
か
ら
、
子
ど
も
を
海
に
投
げ
入
れ
た
。

唐
の
妻
と
の
間
に
子
を
も
う
け
た
遣
唐
使
は
、
妻
と
子
を
迎
え
に
来
る
約
束
を
交
わ
し
て
い
た
が
、
そ
の
後
死
ぬ
ま
で

一
切
の
連
絡
を
し
な
か
っ
た
。
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