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【
解　

説
】

　
�　

ひ
こ
・
田た

中な
か

の
『
あ
し
た
、
弁
当
を
作
る
。』（
講
談
社
）
か
ら
出
題

し
ま
し
た
。

　

何
か
と
世
話
を
焼
い
て
く
れ
る
お
母
さ
ん
か
ら
自
由
に
な
り
た
い
と
思

い
始
め
、
自
分
の
お
小こ

遣づ
か

い
で
弁
当
を
作
る
よ
う
に
な
っ
た
り
、
お
母
さ

ん
に
部
屋
に
入
ら
れ
る
の
が
い
や
で
自
分
で
洗せ
ん

濯た
く

を
す
る
よ
う
に
な
る
中

学
生
の
男
の
子
の
話
で
す
。

問
一　

Ａ
２ 

知
識

　
　

語
句
の
意
味
を
答
え
る
問
題
で
す
。
辞
書
の
意
味
を
も
と
に
し
て
、

文
章
中
の
意
味
を
と
ら
え
ま
し
ょ
う
。
辞
書
的
な
意
味
を
外
れ
た
も
の

は
解
答
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
知
ら
な
か
っ
た
言
葉
は
辞
書
で
調
べ
て
覚

え
直
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

　　

① 

「
リ
ー
ド
（
す
る
）」
は
「（
相
手
に
対
し
て
）
優
位
に
立
つ
」、
あ
る

い
は
「
先
に
立
っ
て
引
っ
張
る
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。
こ
こ

で
は
、
キ
ッ
チ
ン
ル
ー
ム
を
ど
の
よ
う
に
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
お
父
さ
ん
が
自
分
の
主
張
を
通
し
た
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。

　

⑧ 

「
領
分
」
は
自
分
の
権
限
や
能
力
の
お
よ
ぶ
範は
ん

囲い

の
こ
と
で
す
。
自

分
が
思
い
通
り
に
で
き
る
分
野
、
と
い
う
意
味
で
も
使
わ
れ
ま
す
。

問
二　

B
1 

関
係
づ
け 

比
較

　
　

適
当
な
副
詞
を
空
ら
ん
に
入
れ
る
問
題
で
す
。

　

ⅰ�　
「
ぼ
く
」
が
急
に
質
問
を
し
た
こ
と
で
父
親
が
少
し
驚お
ど
ろ

い
て
い
る
こ

と
を
つ
か
み
ま
し
ょ
う
。
直
後
の
「
見
た
」
と
い
う
動
詞
に
つ
な
が
っ

て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、
オ
「
じ
っ
と
」
が
当
て
は
ま
り
ま
す
。

　

ⅱ 　
「
ぼ
く
」
は
こ
の
直
前
の
部
分
で
、
六
行
に
わ
た
っ
て
思
っ
て
い
る

こ
と
を
一
気
に
し
ゃ
べ
っ
て
い
ま
す
。
思
っ
て
い
た
こ
と
が
す
べ
て

口
を
つ
い
て
出
て
き
て
お
り
、
と
ち
ゅ
う
で
つ
か
え
て
も
い
な
い
様

子
か
ら
、
ア
「
す
ら
す
ら
と
」
が
当
て
は
ま
り
ま
す
。

　

ⅲ�　

父
親
は
、
直
前
の
部
分
で
「
小
遣
い
は
止
め
る
」
と
い
う
「
ぼ
く
」

に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与あ
た

え
る
よ
う
な
宣
告
を
し
て
い
ま
す
。
そ
の

こ
と
を
自
分
自
身
で
「
い
い
考
え
だ
ろ
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
と
、

直
後
の
「
笑
っ
た
」
と
い
う
動
詞
と
の
つ
な
が
り
を
考
え
、
イ
「
に

や
り
と
」
が
当
て
は
ま
り
ま
す
。

問
三　

B
1 

関
係
づ
け 

置
換

　
　

②

直
後
の
部
分
を
ふ
ま
え
る
と
、「
父
さ
ん
が
会
社
へ
仕
事
に

行
っ
て
、
母
さ
ん
が
家
事
と
育
児
を
す
る
」
こ
と
を
四
字
で
ま
と
め
た

も
の
が
入
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。こ
の
こ
と
が
も
う
一
度
話
題
に
上
っ

て
い
る
の
は

―
線
④
と

⑤

の
間
の
部
分
で
す
。
字
数
条
件
も
合

わ
せ
る
と
、
こ
の
部
分
か
ら
「
役
割
分
担
」
と
い
う
言
葉
が
見
つ
か
り

ま
す
。

　

※�

書
き
抜ぬ

き
箇か

所し
ょ

が
正
解
で
も
、
誤
字
脱だ
つ

字じ

が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

問
四　

Ｂ
２ 

具
体
化 

比
較

　
　

直
前
で
二
人
が
「
ぼ
く
」
の
方
を
見
て
い
る
こ
と
と
、こ
の
後
「
ぼ
く
」

が
す
る
つ
も
り
の
発
言
内
容
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。
直
後
の
場
面

で
「
ぼ
く
は
も
う
、母
さ
ん
に
、今
ま
で
ほ
ど
世
話
を
し
て
欲
し
く
な
い
」

と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
内
容
は
母
親
に
と
っ
て
は
大
変
シ
ョ
ッ
ク

な
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。「
ぼ
く
」
も
そ
の
こ
と
は
重
々
承
知
し
て
い

1
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る
の
で
、
緊き
ん

張ち
ょ
う

し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
で
も
言
お
う
と
決
心
し
て
い

る
様
子
も
読
み
取
れ
る
こ
と
か
ら
、ア
と
エ
が
正
解
と
な
り
ま
す
。イ「
両

親
が
受
け
入
れ
て
く
れ
る
の
だ
ろ
う
か
」、
ウ
「
言
う
か
言
う
ま
い
か
ギ

リ
ギ
リ
ま
で
迷
っ
て
い
る
」、
オ
「
自
分
の
わ
が
ま
ま
さ
を
ご
ま
か
そ
う

と
し
て
い
る
」
が
そ
れ
ぞ
れ
誤
っ
て
い
ま
す
。

問
五　

Ｂ
１ 

具
体
化 

比
較

　
　

直
後
の
「
母
親
は
ぼ
く
と
い
る
と
き
は
ぼ
く
の
味
方
を
し
て
、
父
親

が
い
る
と
父
親
の
味
方
を
す
る
の
だ
な
と
改
め
て
思
っ
た
。
そ
れ
が
母

親
の
や
り
方
と
い
う
か
、
生
き
方
な
ん
だ
」
が
決
め
手
と
な
り
ま
す
。

誰だ
れ

と
い
っ
し
ょ
に
い
て
、
場
が
ど
の
よ
う
な
状じ
ょ
う

況き
ょ
う

な
の
か
に
よ
っ
て
母

親
の
態
度
は
変
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
場
面
で
の
笑
顔
か
ら
そ
れ
を
読

み
取
っ
て
、「
ぼ
く
」
は
「
怖こ
わ

い
」
と
感
じ
て
い
る
の
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
エ
が
正
解
と
な
り
ま
す
。
ア
「
決
し
て
投
げ
出
さ
ず
」、
イ
「
相
変

わ
ら
ず
笑
顔
を
見
せ
て
い
る
」、ウ「
感
情
の
移
り
変
わ
り
が
激
し
い
」は
、

そ
れ
ぞ
れ
こ
こ
で
母
親
の
笑
顔
を
怖
い
と
思
っ
た
理
由
と
し
て
ふ
さ
わ

し
く
あ
り
ま
せ
ん
。

問
六　

Ｂ
１ 

関
係
づ
け 

比
較

　
　

こ
の
場
面
で
「
ぼ
く
」
は
直
接
的
に
は
父
親
と
話
し
て
い
ま
す
。
し

た
が
っ
て
、

⑤

に
は
「
父
親
」
が
入
り
ま
す
。
た
だ
し
、「
ぼ
く
は
、

母
さ
ん
の
生
き
が
い
の
た
め
だ
け
に
生
き
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
」
と

い
う
内
容
か
ら
す
る
と
母
親
に
言
う
べ
き
内
容
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

し
た
が
っ
て
、

⑥

に
は
「
母
親
」
が
入
り
ま
す
。

⑦

の
と
こ

ろ
で
目
を
向
け
る
相
手
を
変
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
に
も
発
言
を

直
接
向
け
る
相
手
と
な
る
「
母
親
」
が
入
り
ま
す
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、

イ
が
正
解
と
な
り
ま
す
。

問
七　

Ｂ
１ 

関
係
づ
け 

比
較

　
　

任
せ
て
お
け
ば
母
親
は
何
で
も
や
っ
て
く
れ
る
の
に
な
ぜ
そ
れ
を
嫌い
や

が
る
の
か
、
と
い
う
父
親
の
発
言
に
対
し
て
「
ぼ
く
」
が
そ
の
理
由
を

説
明
し
て
い
る
場
面
で
す
。「
ぼ
く
」
は
や
っ
て
く
れ
る
か
ど
う
か
で
は

な
く
、
そ
れ
を
母
親
任
せ
に
す
る
自
分
が
い
や
で
、
自
分
に
で
き
る
こ

と
は
な
る
べ
く
自
分
で
や
り
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
父

親
が
「
や
っ
て
く
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る
、ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
「
ぼ
く
」

に
と
っ
て
は
い
や
だ
と
感
じ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
以
上
の
こ
と

か
ら
、
ウ
が
正
解
と
な
り
ま
す
。

問
八　

Ｂ
１ 

具
体
化 

関
係
づ
け 

　
　

父
親
は
大
人
で
す
か
ら
「
意
地
の
悪
い
子
ど
も
」
は
比ひ

喩ゆ

で
す
が
、

父
親
の
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
を
指
し
て
「
子
ど
も
」
と
表
現
し
て
い
る

の
か
を
考
え
な
が
ら
本
文
を
読
み
直
し
ま
し
ょ
う
。
◎
の
文
も
参
考
に

す
る
と
、「
ぼ
く
」
の
主
張
に
対
し
て
小
遣
い
を
止
め
る
と
い
う
強
引
な

や
り
方
に
出
た
だ
け
で
な
く
、「
ぼ
く
」が
困
る
に
ち
が
い
な
い
と
わ
か
っ

て
い
て
う
れ
し
そ
う
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
「
子
ど
も
」
で
、し
か
も
「
意

地
の
悪
い
」と
表
現
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
父
親
は「
ぼ
く
」

の
発
言
を
自
分
へ
の
批
判
と
と
ら
え
、
仕
返
し
の
よ
う
な
形
で
小
遣
い

を
止
め
る
と
い
う
宣
告
を
し
、
う
れ
し
そ
う
に
し
て
い
る
の
で
す
。
以

上
の
こ
と
と
字
数
条
件
を
合
わ
せ
て
本
文
を
読
み
直
す
と
、

⑨

五

行
後
の
「
家
の
中
で
は
何
も
せ
ず
母
さ
ん
任
せ
に
し
て
い
る
人
間
に
は

な
り
た
く
な
い
」
が
「
ぼ
く
」
の
主
張
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
ぼ

く
は
、
母
さ
ん
の
生
き
が
い
の
た
め
だ
け
に
生
き
て
い
る
わ
け
じ
ゃ
な

い
」「
ぼ
く
は
、
母
さ
ん
の
生
き
が
い
の
た
め
で
な
く
、
ぼ
く
の
た
め
に

生
き
た
い
」
な
ど
も
二
十
九
字
で
す
が
、
父
親
が
自
分
へ
の
批
判
だ
と

感
じ
た
内
容
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
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※�

書
き
抜
き
箇
所
が
正
解
で
も
、
誤
字
脱
字
が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

問
九　

Ｂ
１ 

具
体
化 

比
較

　
　

問
八
と
は
ち
が
い
、「
ぼ
く
」
は
子
ど
も
で
す
か
ら
、
こ
の
表
現
は
比

喩
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ど
の
よ
う
な
と
こ
ろ
が
意
地
が
悪
い
の
か
を
考

え
ま
し
ょ
う
。「
ぼ
く
」
は
自
分
の
世
話
を
焼
き
た
が
る
母
親
に
対
し
て

真
っ
向
か
ら
も
う
「
今
ま
で
ほ
ど
世
話
を
し
て
欲
し
く
な
い
」
と
言
い

放
ち
、
父
親
に
対
し
て
も
歯
向
か
っ
て
言
い
な
り
に
な
ら
な
い
姿
勢
を

見
せ
て
い
ま
す
。
少
な
く
と
も
母
親
に
は
「
ぼ
く
」
の
た
め
を
思
っ
て

と
い
う
気
持
ち
が
あ
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
も
は
ね
つ
け
て
い
ま

す
。
し
た
が
っ
て
、
イ
が
正
解
と
な
り
ま
す
。
ア
「
聞
き
入
れ
る
ふ
り

を
す
る
」、
ウ
「
仲
間
割
れ
を
す
る
の
で
は
な
い
か
と
期
待
」、
エ
「
自

分
が
し
た
い
こ
と
だ
け
を
主
張
し
続
け
る
」
が
そ
れ
ぞ
れ
誤
っ
て
い
ま

す
。

問
十　

Ｂ
２ 

推
論 

具
体
化

　
　

父
親
は
こ
の
直
後
の
場
面
で
「
少
し
驚
い
」
て
い
る
様
子
が
描え
が

か
れ

て
い
ま
す
。
な
ぜ
驚
い
た
の
か
と
い
う
と
、「
そ
れ
で
い
い
よ
」
と
い
う

「
ぼ
く
」
の
反
応
が
予
想
外
だ
っ
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ど
う
考

え
て
も
厳
し
い
条
件
で
あ
る
「
小
遣
い
は
止
め
る
」
と
い
う
宣
告
を
「
ぼ

く
」
が
受
け
入
れ
る
は
ず
が
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
そ
れ
を
く
つ

が
え
し
て
「
そ
れ
で
い
い
よ
」
と
言
っ
た
こ
と
に
驚
い
て
い
る
の
で
す
。

こ
れ
ら
の
内
容
を
盛
り
こ
ん
で
一
文
に
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。

　

※�

設
問
の
指
示
や
字
数
・
文
字
指
定
に
従し
た
が

っ
て
い
な
い
も
の
は
不
正
解

と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
誤ご

字じ

脱だ
つ

字じ

が
一
つ
の
場
合
は
減
点
１
点
、
二

つ
あ
る
場
合
は
減
点
２
点
、
そ
れ
以
上
は
不
正
解
と
し
ま
す
。
ま
た

解
答
の
説
明
に
過
不
足
が
あ
る
場
合
は
減
点
２
点
と
し
ま
す
。

　

�　

鳥と

羽ば

和か
ず

久ひ
さ

『
君
は
君
の
人
生
の
主
役
に
な
れ
』（
筑
摩
書
房
）
か
ら
出

題
し
ま
し
た
。　

　

大
人
か
ら
与
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
で
議
論
を
す
る
子
ど
も
た
ち
の
様
子
を

見
て
筆
者
が
抱い
だ

い
た
違い

和わ

感か
ん

と
、
そ
の
後
の
子
ど
も
た
ち
の
反
応
か
ら
今

後
大
人
に
な
る
に
あ
た
っ
て
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
て
ほ
し
い
か

と
い
う
筆
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。

問
一　

Ｂ
１ 

具
体
化 

関
係
づ
け

　
　

違
和
感
の
正
体
は
、
直
接
的
に
は

―
線
①
と
同
じ
文
に
書
か
れ
て

い
ま
す
。「
友
達
は
大
切
」
と
い
う
考
え
が
無
条
件
に
正
し
い
前
提
と
し

て
機
能
し
て
お
り
、
誰
も
疑
問
を
持
た
な
い
ど
こ
ろ
か
そ
れ
を
す
ん
な

り
受
け
入
れ
て
議
論
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
違
和
感
の
正
体
で
す
。
違

和
感
の
説
明
は
《　

１　

》
の
七
行
後
ま
で
続
い
て
い
ま
す
か
ら
、
そ

の
部
分
か
ら
、
筆
者
が
「
前
提
に
対
す
る
考
え
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い

る
部
分
を
探
し
ま
し
ょ
う
。《　

１　

》
の
九
行
前
に
、「
友
達
に
つ
い

て
の
考
え
な
ん
て
、
ひ
と
り
ひ
と
り
違ち
が

っ
て
当
た
り
前
な
の
に
」
と
い

う
表
現
が
見
つ
か
り
ま
す
。

　

※�

書
き
抜
き
箇
所
が
正
解
で
も
、
誤
字
脱
字
が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

問
二　

Ｂ
１ 

知
識 

関
係
づ
け

　
　

み
ん
な
が
判
で
押お

し
た
よ
う
に
「
友
達
は
大
切
」
と
同
じ
こ
と
を
言

う
様
子
を
表
す
四
字
熟
語
と
し
て
は
、「
異
口
同
音
」
が
ふ
さ
わ
し
い
で

し
ょ
う
。
二
文
字
目
を
「
句
」
と
し
な
い
よ
う
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

2

国語 ─解答と解説

─ 5 ─



問
三　

Ｂ
１ 

関
係
づ
け 

比
較

　
　

空
ら
ん
に
あ
て
は
ま
る
接
続
詞
を
考
え
る
問
題
で
す
。
前
後
の
内
容

ど
う
し
の
つ
な
が
り
に
着
目
し
、
接
続
詞
そ
の
も
の
の
働
き
と
合
わ
せ

て
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
び
ま
し
ょ
う
。

　
　
《　

１　

》
の
直
前
で
は
、
子
ど
も
た
ち
が
担
任
の
先
生
か
ら
提
示
さ

れ
た
「
友
達
は
大
切
」
と
い
う
前
提
を
崩く
ず

す
の
が
難
し
か
っ
た
可
能
性

が
指し

摘て
き

さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
直
後
で
は
、
自
分
の
中
に
疑

い
が
生
じ
た
の
に
口
を
閉
ざ
し
て
し
ま
う
子
が
い
る
と
し
た
ら
も
っ
た

い
な
い
、
と
い
う
内
容
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
前
後
の
内
容
が
反
対
に

な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
ウ
「
で
も
」
が
当
て
は
ま
り
ま
す
。

　
　
《　

2　

》
の
直
前
に
は
、
筆
者
の
発
言
以
前
に
は
担
任
の
先
生
が
設

定
し
た
問
い
に
沿
っ
て
考
え
を
出
す
こ
と
が
「
正
解
」
だ
っ
た
の
が
、

発
言
後
に
は
筆
者
の
発
言
に
沿
っ
た
考
え
を
出
す
こ
と
が
「
正
解
」
に

変
わ
っ
た
、
と
い
う
内
容
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
直
後

に
は
、
は
じ
め
に
あ
っ
た
規き

範は
ん

性せ
い

が
別
の
規
範
性
に
変
わ
っ
た
、
と
い

う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
表
現
の
仕
方
は
異
な
っ
て
い
ま
す
が
内

容
は
同
じ
と
言
え
る
の
で
、
エ
「
つ
ま
り
」
が
当
て
は
ま
り
ま
す
。

　
　
《　

3　

》
の
直
前
に
は
、
子
ど
も
た
ち
が
大
人
の
意
見
や
周
り
の
空

気
に
流
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
程
度
仕
方
が
な
い
し
、
今
後
を
考
え
れ
ば

必
要
な
こ
と
だ
と
い
う
内
容
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
直
後

に
は
、
子
ど
も
た
ち
が
大
人
の
意
見
に
簡
単
に
影え
い

響き
ょ
う

さ
れ
た
よ
う
に
見

え
て
も
、
一
面
的
に
非
難
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
内
容
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
前
の
内
容
が
後
の
内
容
の
理
由
と
な
っ
て
い
ま
す
か

ら
、
イ
「
だ
か
ら
」
が
当
て
は
ま
り
ま
す
。

問
四　

Ｂ
１ 

具
体
化 

比
較

　
　

筆
者
は
、
は
じ
め
意
を
決
し
て
「
僕ぼ
く

は
友
達
は
あ
ま
り
大
切
だ
と
は

思
い
ま
せ
ん
」
と
話
し
始
め
た
男
の
子
を
見
て
、「
わ
ー
、
す
ご
い
子
が

現
れ
た
！�

と
思
い
ま
し
た
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
後

同
じ
よ
う
な
意
見
の
子
が
次
々
と
現
れ
ま
す
。「
友
達
は
必
ず
し
も
大
切

で
は
な
い
」
と
い
う
結
論
に
子
ど
も
た
ち
を
誘ゆ
う

導ど
う

し
よ
う
と
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
い
た
め
、
筆
者
は
大
い
に
戸と

惑ま
ど

い
ま
す
。
そ
し
て
、
自
分

の
意
見
を
聞
い
て
必
死
に
反
応
し
よ
う
と
し
た
子
ど
も
た
ち
に
感
心
し
、

さ
ら
に
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
危
う
さ
を
感
じ
た
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ

れ
ら
の
内
容
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
ア
・
エ
・
オ
の
三
つ
が
正
解
と
な
り

ま
す
。
イ
「
満
足
し
た
」、
ウ
「
子
ど
も
た
ち
は
自
力
で
正
解
を
見
つ
け

ら
れ
る
」
が
そ
れ
ぞ
れ
誤
っ
て
い
ま
す
。

問
五　

Ｂ
１ 

置
換 

関
係
づ
け

　
　

子
ど
も
た
ち
が
自
分
の
経
験
を
も
と
に
大
人
の
意
見
に
寄
せ
た
発
言

を
す
る
こ
と
を
、
筆
者
は
あ
ま
り
良
い
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
せ
ん
。

そ
の
こ
と
は
、

―
線
④
の
直
後
で
は
「
自
分
を
損
な
う
」
と
表
現
さ

れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
続
く
部
分
で

―
線
④
と
要
素
が
一い
っ

致ち

す
る
部

分
を
さ
が
し
な
が
ら
読
み
進
め
る
と
、
六
行
後
に
「
大
人
に
と
っ
て
都

合
の
い
い
子
ど
も
」
と
い
う
表
現
が
見
つ
か
り
ま
す
。

　

※��

書
き
抜
き
箇
所
が
正
解
で
も
、
誤
字
脱
字
が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

問
六　

Ｂ
１ 

具
体
化 

比
較

　
　

社
会
（
周
囲
）
に
適
応
す
る
中
で
大
人
が
失
っ
た
も
の
を
探
し
な
が

ら

―
線
⑤
の
周
囲
を
見
て
い
く
と
、
一
つ
前
の
段
落
に
「
大
人
に
な

る
過
程
で
、
多
く
の
人
は
自
分
の
生
き
る
実
感
よ
り
も
適
応
（
周
り
に
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合
わ
せ
る
こ
と
）
を
優
先
さ
せ
る
こ
と
で
自
信
を
失
っ
て
い
き
ま
す
」

と
い
う
一
文
が
見
つ
か
り
ま
す
。
こ
の
一
文
と
合
っ
て
い
る
も
の
は
ど

れ
か
、と
い
う
観
点
で
検
討
す
る
と
、エ
が
正
解
で
あ
る
と
わ
か
り
ま
す
。

ア
「
よ
り
高
次
な
結
論
を
出
そ
う
と
す
る
」、
イ
「『
正
解
』
を
素
早
く

見
つ
け
よ
う
と
す
る
」、ウ
「
他
の
人
た
ち
か
ら
自
立
し
た
ふ
る
ま
い
方
」

が
そ
れ
ぞ
れ
誤
っ
て
い
ま
す
。

問
七　

Ｂ
１ 

具
体
化 
比
較

　
　

筆
者
が
、
小
五
の
生
徒
た
ち
の
話
し
合
い
に
つ
い
て
オ
シ
ャ
レ
を
す

る
こ
と
に
た
と
え
て
い
る
表
現
で
す
。
こ
こ
で
は
、「
手
持
ち
の
洋
服
」

は
子
ど
も
た
ち
の
「
知
識
や
経
験
」、「
オ
シ
ャ
レ
」
は
「
よ
り
高
次
だ

と
思
え
る
結
論
を
発
表
し
よ
う
と
す
る
こ
と
」
を
指
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
ま
す
。
知
識
や
経
験
を
す
ぐ
に
増
や
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ

の
こ
と
は
、
次
の
段
落
で
も
「
子
ど
も
た
ち
が
手
持
ち
を
増
や
し
な
が

ら
大
切
な
こ
と
を
学
ん
で
い
く
の
は
こ
れ
か
ら
で
す
」
と
表
現
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
ん
な
中
で
も
、
子
ど
も
た
ち
は
「
良
い
結
論
だ
」
と
感
じ

る
も
の
を
な
ん
と
か
見
つ
け
、
そ
れ
を
自
分
の
意
見
と
し
て
発
表
し
よ

う
と
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ウ
が
正
解
と
な
り
ま
す
。
ア
「
正

解
だ
と
認
め
て
も
ら
え
る
結
論
」、
イ
「
他
の
人
に
は
出
せ
な
い
独
創
的

な
結
論
」、
エ
「
知
識
や
経
験
を
努
力
に
よ
っ
て
増
や
し
」
が
そ
れ
ぞ
れ

誤
っ
て
い
ま
す
。

問
八

　

１　

Ｂ
１ 

理
由 

比
較

　
　
「
そ
ん
な
言
葉
」
と
は
、

―
線
⑦
の
四
行
前
の
「
社
会
に
適
応
で
き

な
い
と
生
き
て
い
け
な
い
」
を
指
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
筆
者
は
こ
れ

に
「
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
大
人
は
嘘う
そ

つ
き
で
す
よ
」
と
述
べ
て
お
り
、

否
定
的
な
見
解
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
大

人
の
行
動
を
、
筆
者
は

―
線
⑦
直
前
で
「
自
分
を
窮き
ゅ
う

屈く
つ

な
枠わ
く

組ぐ

み
に

閉
じ
込こ

め
る
こ
と
で
し
か
生
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
恨う
ら

み
を
、
子
ど
も

を
通
し
て
晴
ら
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
表
現
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
ふ

ま
え
て
検
討
す
る
と
、
ア
が
正
解
で
あ
る
と
わ
か
り
ま
す
。
イ
「
現
実

を
白
黒
つ
け
ず
に
置
い
て
お
く
こ
と
が
で
き
な
い
」、
ウ
「
自
分
の
気
持

ち
を
う
ま
く
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
さ
」、
エ
「
生
の
可

能
性
を
奪う
ば

わ
れ
て
も
我が

慢ま
ん

し
て
い
る
」
が
そ
れ
ぞ
れ
誤
っ
て
い
ま
す
。

　

２　

Ｂ
１ 

具
体
化 

置
換

　
　

筆
者
が
子
ど
も
た
ち
に
向
け
て
「
〇
〇
が
大
切
だ
」
と
主
張
し
て
い

る
部
分
を
探
し
ま
し
ょ
う
。
す
る
と
、《　

３　

》
の
次
の
段
落
に
「
あ

な
た
に
一
つ
だ
け
覚
え
て
い
て
ほ
し
い
の
は
、
あ
な
た
は
と
こ
と
ん
自

分
の
生
き
る
実
感
を
大
切
に
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
こ
と
で
す
。」
と

い
う
表
現
が
見
つ
か
り
ま
す
。
字
数
条
件
も
合
わ
せ
る
と
、「
自
分
の
生

き
る
実
感
」
が
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　

※�

書
き
抜
き
箇
所
が
正
解
で
も
、
誤
字
脱
字
が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

問
九　

Ｂ
１ 

関
係
づ
け

　
　

ぬ
け
て
い
る
文
を
も
と
の
場
所
に
も
ど
す
問
題
で
す
。
指
示
語
や
接

続
語
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
注
目
し
て
、
ぬ
け
て
い
る
文
と
内
容
的
に
近
い

内
容
が
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
探
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
実
際
に
文
を

も
ど
し
て
読
み
直
し
、
内
容
的
に
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
を
確
認
し
て

お
き
ま
し
ょ
う
。「
自
分
独
特
の
生
き
方
を
手
放
す
」「
こ
れ
か
ら
の
人
生
」

と
い
う
話
題
が
出
て
き
て
い
る
の
は
、

―
線
⑤
と

―
線
⑥
の
間
に

あ
る
段
落
で
す
。
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※�

書
き
抜
き
箇
所
が
正
解
で
も
、
誤
字
脱
字
が
あ
る
場
合
は
不
正
解
と

し
ま
す
。

問
十　

Ｂ
１ 

抽
象
化 

比
較

　
　

本
文
の
内
容
と
合
っ
て
い
る
選せ
ん

択た
く

肢し

を
答
え
る
問
題
で
す
。
選
択
肢

の
内
容
と
本
文
の
ど
の
部
分
が
対
応
し
て
い
る
の
か
を
考
え
、
必
ず
本

文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
正
誤
を
検
討
し
ま
し
ょ
う
。
ウ
は
《　

３　

》

を
ふ
く
む
段
落
の
内
容
と
一
致
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ア
「
反
対
の
立

場
か
ら
意
見
を
言
う
よ
う
に
心
が
け
る
べ
き
」、
イ
「
曖あ
い

昧ま
い

な
こ
と
を
曖

昧
な
ま
ま
に
せ
ず
き
ち
ん
と
理
解
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
が
大
切
」、エ「
必

ず
大
人
が
用
意
し
て
い
る
正
解
に
寄
っ
た
答
え
が
出
て
く
る
」
は
本
文

の
内
容
と
合
っ
て
い
ま
せ
ん
。

　

�　

�

Ａ
１ 

知
識

　
　

文
学
史
の
問
題
で
す
。
主
な
作
家
と
代
表
作
品
は
セ
ッ
ト
に
し
て
覚

え
て
お
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

�　

�

Ａ
１ 

知
識

　
　

熟
語
の
組
み
立
て
の
問
題
で
す
。

１　

上
下
が
似
た
意
味
の
も
の
に
な
っ
て
い
る

２　

上
下
が
対
の
意
味
に
な
っ
て
い
る

３　

上
が
主
語
・
下
が
述
語
に
な
っ
て
い
る

４　

上
が
下
を
修し
ゅ
う

飾し
ょ
く

し
て
い
る

５　

上
が
動
作
、
下
が
動
作
の
対
象
に
な
っ
て
い
る

６　

上
が
「
不
・
無
・
非
・
未
」
と
い
う
否
定
の
接
頭
辞
で
下
を
否
定
し

て
い
る

７　

下
に
「
的
・
性
・
化
」
な
ど
の
接せ
つ

尾び

辞
が
つ
く

８　

長
い
単
語
が
省
略
さ
れ
て
い
る

と
い
う
組
み
立
て
の
形
を
そ
れ
ぞ
れ
覚
え
て
お
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
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