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�

※
解
答
は
楷
書
で
記
す
こ
と
。
な
お
、
字
体
や
仮
名
遣
い
が
一
般
的
な
も
の
と
大
き
く
異
な
る
場
合
に
は
、
減
点
の
対
象
と
す
る
こ
と
が
あ
る
。

【
問
題
Ⅰ
】（
44
点
）

　
次
に
掲
げ
る
の
は
、「
漢
字
漢
語
談
義
　
国
語
の
中
の
漢
語
」
と
い
う
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
問
題
作
成
に

あ
た
っ
て
、
一
部
、
文
字
遣
い
や
文
章
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）

問
う
人　
い
っ
た
い
漢
語
は
ど
ん
な
形
で
日
本
語
の
中
に
ど
の
程
度
入
っ
て
い
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。

諸�

橋　
早
く
い
え
ば
日
本
の
古
典
の
中
か
ら
ま
ず
純
粋
な
日
本
語
を
拾
い
出
し
、
そ
れ
を
除
い
た
以
外
の
も
の
が
だ
い
た
い
漢
語
か
ら
来
て
い
る
と
見
た

ら
間
違
い
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
限
り
な
い
ほ
ど
多
い
も
の
で
し
ょ
う
。
第
一
、
物
の
名
前
に
し
て
も
「
マ
ツ
」（
松
）
と
い
え
ば
日
本
語
で
し
ょ

う
が
「
ウ
メ
」
と
い
え
ば
漢
語
の
梅
（
メ
イ
）
か
ら
来
た
も
の
で
し
ょ
う
。
ま
た
「
ウ
シ
」
と
い
え
ば
日
本
語
で
す
が
「
ウ
マ
」
と
い
え
ば
漢
語
の
馬

（
マ
ー
）
か
ら
来
た
も
の
で
し
ょ
う
。
況い
わ

ん
や
二
字
の
物
名
に
な
る
と
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
漢
語
か
ら
来
て
い
ま
す
よ
。「
葡ぶ

萄ど
う

」
で
も
「
①
桔
梗
」

で
も
「
牡ぼ

丹た
ん

」
で
も
。

　

�　

物
名
に
つ
い
て
い
い
ま
す
と
、
漢
字
に
は
音
と
訓
と
が
あ
る
こ
と
は
ご
承
知
の
通
り
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
ⓐⓐ
音
と
訓
と
が
同
じ
も
の
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
は
だ
い
た
い
漢
語
か
ら
来
た
日
本
語
で
あ
り
ま
す
。「
菊
」
は
音
も
訓
も
「
キ
ク
」
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
日
本
語
と
思
う
「
キ
ク
」
と
い
う

物
名
は
実
は
漢
語
か
ら
来
た
も
の
で
す
。「
蘭
」
は
音
も
訓
も
「
ラ
ン
」
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
日
本
語
と
思
う
「
ラ
ン
」
と
い
う
物
名
は
漢
語
か

ら
来
た
も
の
で
す
。
そ
う
考
え
て
来
る
と
漢
語
か
ら
出
来
て
い
る
日
本
語
も
意
外
に
多
く
あ
り
ま
す
。

問
う
人　
な
る
ほ
ど
、
そ
の
例
は
多
い
で
す
ね
。
そ
し
て
そ
れ
は
動
植
物
に
限
っ
た
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
な
。

諸�

橋　
そ
う
で
す
。
そ
れ
に
つ
い
て
私
は
ⓑⓑ
嘗か

つ

て
ラ
ジ
オ
の
「
話＊

１

の
泉
」
に
投
書
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
漢
字
に
は
音
と
訓
と
が
あ
る
が
、
そ

の
音
と
訓
と
の
同
一
で
あ
る
も
の
を
（
一
）
花
に
つ
い
て
、（
二
）
動
物
に
つ
い
て
、（
三
）
虫
に
つ
い
て
、（
四
）
私
ど
も
の
住
居
の
部
分
に
つ
い
て
、
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（
五
）
道
徳
上
の
徳
名
に
つ
い
て
、
各お
の

々お
の

二
つ
か
三
つ
ず
つ
数
え
上
げ
な
さ
い
と
い
う
の
で
す
。
ど
う
で
す
。
あ
な
た
今
こ
こ
で
一
つ
考
え
て
ご
覧
な

さ
い
。

問
う
人　
さ
ァ
、
動
物
で
は
ⓒⓒ
豹ひ
ょ
うな
ど
は
そ
れ
で
す
ね
。

諸
橋　
そ
う
そ
う
。
そ
れ
に
犀さ

い

な
ど
も
ね
。

問
う
人　
花
は
さ
っ
き
の
キ
ク
（
菊
）
や
、
ラ
ン
（
蘭
）
が
そ
れ
だ
し
、
虫
で
は
何
か
な
。

諸
橋　
〔　
　

Ａ　
　

〕
で
も
〔　
　

Ｂ　
　

〕
で
も
。
そ
れ
に
住
居
関
係
は
。

問
う
人　
門
、
塀塀
な
ど
で
す
か
。

諸�

橋　
そ
の
通
り
で
す
。
そ
し
て
徳
名
に
は
、
忠
で
も
孝
で
も
、
仁
で
も
②
ギ
で
も
皆
そ
の
通
り
で
す
。
な
か
な
か
面
白
い
話
の
泉
で
し
ょ
う
。

　

�　

こ
れ
と
関
連
し
て
話
は
少
し
外
へ
そ
れ
ま
す
が
、
ⓓⓓ
象
と
い
う
動
物
は
元
来
印イ
ン

度ド

や
そ
の
他
西
域
地
方
に
の
み
い
た
も
の
で
、
中
国
に
は
お
ら
な
か

っ
た
も
の
ら
し
い
。
そ
こ
で
、
象
は
鼻
の
長
い
も
の
だ
と
か
、
脚
の
太
い
も
の
だ
と
か
話
に
聞
い
て
そ
の
実
在
は
信
じ
な
が
ら
も
、
と
い
っ
て
か
く
か

く
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
誰
で
も
言
い
切
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
そ
こ
で
か
く
か
く
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
こ
と
か
ら
、「
想
像
」
と
い
う

語
が
出
来
て
お
り
ま
す
。
想
像
は
実
は
「
想
象
」
で
あ
り
ま
す
。
現
に
曹
植
と
い
う
人
の
「
洛ら
く

神し
ん

賦ふ

」
な
ど
の
中
に
は
、
想
像
と
書
か
ず
に
想
象
と
書

い
て
お
り
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
考
え
の
中
に
描
い
た
実
物
が
現
わ
れ
る
と
、
そ
れ
は
現
象
と
な
り
、
そ
の
実
物
を
③
ノ
ウ
リ
に
印
し
て
お
れ
ば
そ
れ
が

〔　
　

Ｃ　
　

〕
と
な
る
の
で
あ
り
ま
す
。
ⓔⓔ
韓か

ん

非ぴ

子し

と
い
う
人
の
文
に
生
き
て
い
る
象
を
見
た
い
と
希
望
し
て
い
る
人
が
、
死
ん
だ
象
の
骨
を
拾
う

て
、
そ
の
図
を
④
ア
ン
じ
て
生
象
の
姿
を
想
像
し
て
い
る
話
が
出
て
い
ま
す
が
、
文
末
に
「
故
に
諸
人
の
意
想
す
る
⑤
所
以
の
者
皆
之こ

れ

を
象
と
謂い

ふ
。」

と
結
ん
で
い
る
の
は
こ
れ
が
為
で
あ
り
ま
す
。
一
字
の
使
用
か
ら
も
い
ろ
い
ろ
文
化
進
展
の
変
化
ま
で
を
見
得
る
の
は
お
も
し
ろ
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。

問
う
人　
今
後
新
し
く
作
る
国
語
は
漢
字
を
用
い
な
い
で
作
る
と
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。

諸�

橋　
も
し
出
来
る
も
の
な
ら
ば
そ
れ
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
明
治
以
来
新
造
語
の
出
来
た
傾
向
か
ら
考
え
て
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
だ
と
思

い
ま
す
。
も
し
無
理
に
漢
字
を
用
い
ず
に
い
こ
う
と
す
れ
ば
、
恐
ら
く
は
造
語
力
の
極
端
な
貧
困
に
⑥
ソ
ウ
グ
ウ
し
て
、
時
勢
の
進
運
に
伴
わ
ぬ
で
あ
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り
ま
し
ょ
う
。

問
う
人　
し
か
し
漢
語
は
目
で
見
て
は
分
り
易
い
が
、
耳
で
聞
い
て
は
解
り
に
く
い
と
い
う
こ
と
は
よ
く
聞
く
議
論
で
あ
り
ま
す
が
。

諸�

橋　
そ
の
点
は
い
く
分
は
そ
う
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
我
が
国
の
漢
語
は
国
語
の
中
に
融
け
込
ん
で
い
る
も
の
だ
け
が
、
平
素
使
わ
れ
て
い
る
の

で
す
か
ら
、
別
に
漢
語
だ
か
ら
と
い
っ
て
聞
き
に
く
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
不
思
議
」
と
い
っ
て
も
「
ⓕⓕ
勿
論
」
と
い
っ
て
も
、
も
と
は
み
な
漢

語
で
あ
り
ま
す
が
、
別
に
耳
に
聞
い
て
解
り
に
く
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
す
べ
て
言
葉
と
い
う
も
の
は
最
初
は
原
義
に
と
ら
わ
れ
て
も
後
に
は
そ
れ

が
或
る
一
定
の
概
念
と
結
び
つ
く
、
そ
の
時
に
は
既
に
聴
覚
的
に
な
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
漢
字
を
用
い
る
の
は
国
語
の
宿
命
だ
と
思
い
ま
す
。

問�

う
人　
世
上
の
議
論
は
や
は
り
国
語
か
ら
漢
語
を
な
く
そ
う
、
こ
と
に
新
し
い
言
葉
に
は
漢
語
を
用
い
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
い
う
議
論
が
多
い
の
で

す
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
ど
う
考
え
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
。

諸�

橋　
我
が
国
の
国
語
の
発
達
と
そ
の
後
の
現
実
か
ら
見
て
、
若
干
の
漢
語
を
用
い
ま
た
こ
れ
を
若
干
の
漢
字
で
あ
ら
わ
す
こ
と
は
我
々
日
本
人
に
課
せ

ら
れ
た
宿
命
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の
宿
命
も
、
い
や
い
や
な
が
ら
の
宿
命
で
は
な
く
、
或
る
点
で
は
ⓖⓖ
彼ひ

此し

の
長
を
採
っ
た
あ
り
が
た
い
宿
命
だ

と
考
え
て
い
ま
す
。

　

�　

言
葉
は
や
さ
し
く
だ
け
す
れ
ば
そ
れ
で
よ
い
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
美
し
い
⑦
ガ
ン
チ
ク
の
あ
る
も
の
も
必
要
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
ち

ょ
う
ど
卵
と
豆
腐
は
消
化
が
よ
く
て
滋
養
も
あ
る
が
、
人
は
そ
れ
だ
け
で
は
満
足
出
来
ぬ
と
同
様
で
あ
り
ま
す
。
た
ま
に
は
や
は
り
肉
も
さ
し
み
も
食

べ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
新
造
語
に
漢
字
を
用
い
た
漢
語
の
多
く
出
来
る
の
は
、
そ
の
自
然
の
要
求
に
基
づ
く
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
し
も
無
視

し
て
無
理
に
漢
字
を
斥し

り
ぞけ

た
ら
、
恐
ら
く
は
造
語
力
の
貧
困
に
⑧
逢
着
す
る
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
要
は
そ
の
場
合
、
⑨
ソ
ア
ク
不
可
解
の
悪
語
を
作
ら

ぬ
工
夫
を
必
要
と
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

問�

う
人　
で
は
ま
た
も
と
の
問
題
に
か
え
る
よ
う
で
す
が
、
漢
語
は
い
く
ら
あ
っ
て
も
よ
い
、
と
に
か
く
こ
れ
を
表
わ
す
に
ⓗⓗ
ロ
ー
マ
字
と
か
カ
ナ
と
か

の
表
音
文
字
に
よ
ろ
う
と
す
る
議
論
は
ど
う
で
し
ょ
う
。

諸�

橋　
日
本
の
国
語
に
漢
語
が
多
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
い
た
し
ま
す
と
、
同
音
で
⑩
イ
ギ
の
言
葉
の
多
い
こ
と
も
認
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し

た
が
っ
て
表
音
文
字
の
み
に
よ
れ
ば
色
々
の
混
乱
の
起
こ
る
こ
と
を
予
想
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
若
干
国
語
に
整
理
を
加
え
る
と
し
て
も
、
こ
の
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点
の
不
自
由
は
免
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
こ
と
は
よ
そ
事
な
が
ら
中
国
で
も
同
一
だ
と
思
い
ま
す
。
次
に
ⓘⓘ
目
で
見
る
場
合
に
は
表
意
文
字
が
表
音
文
字
に

ま
さ
る
と
い
う
こ
と
は
前
々
の
議
論
で
あ
な
た
も
承
知
さ
れ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
だ
と
す
れ
ば
我
が
国
の
国
語
の
発
生
発
達
の
歴
史
上
の
現
実
に
即
し

て
、
宿
命
と
し
て
漢
字
の
活
用
を
認
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
し
も
押
し
切
っ
て
カ
ナ
書
き
に
す
る
、
ロ
ー
マ
字
書
き
に
す
る
と
い
う
こ
と

は
不
便
で
も
あ
り
不
必
要
で
も
あ
り
、
不
可
能
で
も
あ
り
ま
す
。

間
う
人　
よ
く
分
り
ま
し
た
。
お
話
だ
と
ま
ず
漢
字
漢
語
の
存
続
は
大
丈
夫
で
す
ね
。（
笑
）

諸
橋　
当
分
は
ね
。
千
年
や
二
千
年
は
。

�

（『
諸
橋
轍
次
著
作
集　

第
九
巻
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
五
年
に
よ
る
）

＊
１　
話
の
泉　
か
つ
て
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ラ
ジ
オ
で
放
送
さ
れ
て
い
た
番
組
名
。

問
１　
波
線
部
①
～
⑩
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
そ
の
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。（
各
２
点
）

問
２　
傍
線
部
ⓐⓐ
「
音
と
訓
と
が
同
じ
も
の
」
は
、
そ
の
漢
字
の
意
味
に
相
当
す
る
読
み
方
が
な
く
、
音
が
そ
の
ま
ま
使
わ
れ
る
漢
字
を
い
う
。「
常
用

漢
字
表
」
で
音
の
み
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
漢
字
群
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

亜　

位　

宇　

絵　
　
　

イ　

圧　

域　

羽　

英

ウ　

愛　

医　

駅　

閲　
　
　

エ　

哀　

依　

悦　

円

問
３　
傍
線
部
ⓑⓑ
「
嘗
」
に
つ
い
て
、『
大
漢
和
辞
典
』
で
同
じ
部
首
に
分
類
さ
れ
て
い
る
漢
字
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

商　
　
　

イ　

常　
　
　

ウ　

冠　
　
　

エ　

旨

問
４　
傍
線
部
ⓒⓒ
「
豹
」
は
、『
大
漢
和
辞
典
』
で
は
ど
の
部
首
に
分
類
さ
れ
て
い
る
か
。
部
首
名
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。（
２
点
）
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問
５　
空
欄
Ａ
・
Ｂ
に
該
当
す
る
漢
字
を
次
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
各
２
点
）

ア　

蚕　
　
　

イ　

蛾　
　
　

ウ　

蚊　
　
　

エ　

蛍

オ　

虱　
　
　

カ　

蝶　
　
　

キ　

蠅　
　
　

ク　

虹

問
６　
傍
線
部
ⓓⓓ
「
象
」
の
甲
骨
文
字
を
次
か
ら
一
つ
選
ん
で
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

　
　

イ　

　
　

ウ　

　
　

エ　

問
７　
空
欄
Ｃ
に
該
当
す
る
二
字
の
熟
語
を
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

問
８　
傍
線
部
ⓔⓔ
「
韓
非
子
」
と
最
も
縁
の
深
い
語
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

助
長　
　
　

イ　

杞
憂　
　
　

ウ　

矛
盾　
　
　

エ　

朝
三
暮
四

問
９　
傍
線
部
ⓕⓕ
「
勿
論
」
と
同
意
の
語
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

異
論　
　
　

イ　

空
論　
　
　

ウ　

詳
論　
　
　

エ　

無
論

問
10　
傍
線
部
ⓖⓖ
「
彼
此
の
長
」
の
こ
こ
で
の
意
味
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

中
国
と
日
本
の
特
長　
　
　

イ　

漢
語
と
和
語
の
長
所

ウ　

中
国
と
日
本
の
首
長　
　
　

エ　

漢
語
と
和
語
の
歴
史
の
長
さ
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問
11　
傍
線
部
ⓗⓗ
「
ロ
ー
マ
字
と
か
カ
ナ
と
か
の
表
音
文
字
に
よ
ろ
う
と
す
る
議
論
」
と
あ
る
が
、
幕
末
に
将
軍
徳
川
慶よ
し

喜の
ぶ

に
「
漢
字
御お
ん

廃は
い

止し

之の

議ぎ

」
と

い
う
建
白
書
を
奉
っ
た
人
物
は
誰
か
。
次
の
中
か
ら
一
人
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

勝
海
舟　
　
　

イ　

西
郷
隆
盛　
　
　

ウ　

森
有あ
り

礼の
り　
　
　

エ　

前
島
密

ひ
そ
か

問
12　
傍
線
部
ⓘⓘ
「
目
で
見
る
場
合
に
は
表
意
文
字
が
表
音
文
字
に
ま
さ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
例
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

日
本
語
を
母
語
と
す
る
者
に
と
っ
て
、
走
行
中
の
電
車
か
ら
、
ロ
ー
マ
字
で
書
か
れ
た
長
い
駅
名
を
瞬
時
に
読
み
と
る
の
は
難
し
い
こ
と
。

イ　

日
本
語
に
習
熟
し
て
い
な
い
訪
日
外
国
人
に
向
け
て
、
地
名
や
施
設
名
の
表
記
に
必
ず
ロ
ー
マ
字
を
添
え
る
よ
う
に
行
政
指
導
が
行
わ
れ
て
い

る
こ
と
。

ウ　

「
規
定
」
と
「
規
程
」
の
よ
う
に
、
日
本
語
に
は
同
音
で
意
味
の
異
な
る
語
が
多
く
、
日
本
語
を
母
語
と
す
る
者
で
も
耳
で
聞
い
た
だ
け
で
は

意
味
の
判
断
に
迷
う
こ
と
が
多
々
あ
る
こ
と
。

エ　

ト
ラ
ッ
ク
の
車
体
の
右
側
面
に
、
通
行
人
の
読
み
取
り
や
す
さ
に
配
慮
し
て
、
会
社
名
や
会
社
所
在
地
な
ど
を
右
か
ら
左
に
向
け
て
書
い
て
あ

る
こ
と
。
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【
問
題
Ⅱ
】（
20
点
）

　
漢
字
や
漢
語
、
漢
字
文
化
に
関
す
る
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
１　
次
の
①
～
③
に
は
、
使
い
方
が
正
し
く
な
い
漢
字
が
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
含
ま
れ
て
い
る
。
例
に
な
ら
っ
て
正
し
い
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。（
各
２
点
）

〔
例
〕
俳
句
の
季
語
を
、
才
時
記
を
使
っ
て
調
べ
る
。　

〔
解
答
〕
才　

→　

歳

①
利
益
が
上
が
ら
ず
、
こ
の
ま
ま
で
は
赤
字
に
な
る
の
は
必
死
だ
。

②
怪
し
い
雰
囲
気
を
感
じ
、
背
後
を
省
み
る
。

③
明
治
の
文
豪
、
夏
目
漱
石
は
、
亨
年
四
十
九
で
亡
く
な
っ
た
。

問
２　
次
の
①
～
③
に
当
て
は
ま
る
も
の
を
選
択
肢
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
各
２
点
）

①
「
今
風
」
を
「
い
ま
ふ
う
」
と
読
む
よ
う
に
、
一
文
字
目
を
訓
読
み
で
読
み
、
二
文
字
目
を
音
読
み
で
読
む
読
み
方
を
す
る
も
の

ア　

素
質　
　
　

イ　

絵
心　
　
　

ウ　

荷
車　
　
　

エ　

場
面

②
「
紅
葉
」
を
「
も
み
じ
」
と
読
む
よ
う
に
、
漢
字
二
文
字
を
ま
と
め
て
一
つ
の
こ
と
ば
と
し
て
読
み
、
一
文
字
ず
つ
に
は
け
っ
し
て
分
解
で
き
な
い

読
み
方
を
す
る
こ
と
が
あ
る
も
の

ア　

胸
座　
　
　

イ　

魚
籠　
　
　

ウ　

盆
暗　
　
　

エ　

叉
焼

③
一
文
字
ず
つ
読
む
と
「
は
ん
・
お
う
」
と
な
る
「
反
応
」
が
「
は
ん
の
う
」
と
読
ま
れ
る
よ
う
に
、
一
文
字
目
の
読
み
方
に
影
響
さ
れ
て
、
二
文
字

目
の
読
み
方
が
変
化
し
て
い
る
も
の

ア　

掃
除　
　
　

イ　

猛
者　
　
　

ウ　

雪
隠　
　
　

エ　

建
立
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問
３　
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
誤
り
を
含
む
も
の
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

「
一
敗
地
に
塗ま

み

れ
る
」
と
は
、
立
ち
直
れ
な
い
ほ
ど
こ
て
ん
ぱ
ん
に
負
け
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
、『
史
記
』
に
由
来
す
る
こ
と
ば
で
あ

る
。

イ　

「
天
網
恢か

い

々か
い

、
疎
に
し
て
洩
ら
さ
ず
」
と
は
、
法
律
が
厳
し
く
て
犯
罪
者
を
け
っ
し
て
逃
さ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
、『
老
子
』
に
由
来
す
る

こ
と
ば
で
あ
る
。

ウ　

「
木
に
縁
り
て
魚
を
求
む
」
と
は
、
方
法
が
正
し
く
な
い
と
目
的
は
果
た
せ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
、『
孟
子
』
に
由
来
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

エ　

「
虎
の
尾
を
踏
む
」
と
は
、
た
い
へ
ん
な
危
険
を
冒
す
こ
と
を
意
味
す
る
、『
易
経
』
に
由
来
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。

問
４　
次
に
示
す
四
字
熟
語
の
う
ち
、
中
国
の
古
典
と
の
関
係
が
最
も
薄
い
四
字
熟
語
は
ど
れ
か
。
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

温
故
知
新　
　
　

イ　

国
士
無
双　
　
　

ウ　

軽
薄
短
小　
　
　

エ　

大
器
晩
成

問
５　
（
１
）
次
に
掲
げ
る
ア
～
エ
の
四
人
の
う
ち
、
業
績
や
評
価
な
ど
か
ら
見
た
場
合
に
一
人
だ
け
他
の
三
人
と
は
異
質
な
人
物
を
選
ぶ
と
し
た
ら
、

誰
に
な
る
か
。（
２
）
ま
た
、
そ
の
理
由
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
は
Ａ
～
Ｄ
の
う
ち
ど
れ
か
。
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
完
答
４
点
）

（
１
）
ア　

藤
原
道
長　
　
　

イ　

藤
原
佐
理　
　
　

ウ　

藤
原
行
成　
　
　

エ　

小
野
道
風

（
２
）
Ａ　

他
の
三
人
は
み
ん
な
「
三
大
臣
」
と
呼
ば
れ
る
、
太
政
大
臣
に
な
っ
た
人
だ
か
ら
。

　
　

Ｂ　

他
の
三
人
は
み
ん
な
「
三
聖
」
と
呼
ば
れ
る
、
人
徳
の
高
い
人
だ
か
ら
。

　
　

Ｃ　

他
の
三
人
は
み
ん
な
「
三
歌
仙
」
と
呼
ば
れ
る
、
す
ぐ
れ
た
歌
人
だ
か
ら
。

　
　

Ｄ　

他
の
三
人
は
み
ん
な
「
三
跡
」
と
呼
ば
れ
る
、
書
道
の
名
人
だ
か
ら
。
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【
問
題
Ⅲ
】（
15
点
）

　
国
字
（
日
本
で
作
ら
れ
た
漢
字
）・
国
訓
（
日
本
で
作
ら
れ
た
字
義
）
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
１　
「
糀
」
と
い
う
字
は
、
や
ま
と
こ
と
ば
（
和
語
）
の
名
詞
を
書
き
表
す
た
め
に
日
本
で
作
ら
れ
、
使
わ
れ
て
き
た
漢
字
、
つ
ま
り
国
字
で
あ
る
。

（
１
）
こ
の
字
の
一
般
的
な
読
み
方
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
３
点
）

　
　

ア　

も
み
じ　
　
　

イ　

か
ば　
　
　

ウ　

こ
う
じ　
　
　

エ　

ご
み

（
２
）
こ
の
「
糀
」
に
最
も
近
い
字
義
を
持
つ
漢
字
は
次
の
ど
れ
か
。
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
３
点
）

　
　

ア　

嘩　
　
　

イ　

麴　
　
　

ウ　

粧　
　
　

エ　

桃

問
２　
姓
や
地
名
な
ど
で
「
靏
」
と
い
う
字
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
一
字
で
用
い
ら
れ
る
際
の
訓
読
み
を
カ
タ
カ
ナ
で
書
き
な
さ
い
。（
３
点
）

問
３　
次
の
三
字
の
中
に
は
、
国
訓
（
日
本
で
作
ら
れ
た
字
義
）
を
も
つ
字
が
一
つ
含
ま
れ
て
い
る
。
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

鋲　
　

餅　
　

穂

（
１
）
そ
の
字
を
選
び
、
そ
の
訓
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
一
つ
書
き
な
さ
い
。（
３
点
）

（
２
）
そ
の
字
の
国
訓
を
含
む
熟
語
を
一
つ
書
き
な
さ
い
。（
３
点
）
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【
問
題
Ⅳ
】（
15
点
）

　
漢
字
辞
典
の
部
首
法
に
つ
い
て
の
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

後
漢
の
許き
ょ

慎し
ん

が
著
し
た
現
存
最
古
の
漢
字
辞
典
〔　
　

Ａ　
　

〕
で
は
、
五
四
〇
の
部
首
を
立
て
、
そ
の
部
首
下
に
九
〇
〇
〇
字
以
上
の
漢
字
を
配
置

し
て
い
る
。〔　
　

Ａ　
　

〕
の
影
響
は
絶
大
で
、
後
世
広
く
用
い
ら
れ
た
字
書
で
あ
る
梁
・
顧こ

野や

王お
う

の
『
玉
篇
』
で
も
〔　
　

Ａ　
　

〕
の
部
首
が
基

本
的
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、〔　
　

Ａ　
　

〕
や
『
玉
篇
』
で
は
、
調
べ
た
い
字
が
ど
の
部
首
に
配
置
さ
れ
る
か
、
ま
た
そ
の
部
首
が
全
書
の

中
で
ど
こ
に
位
置
す
る
の
か
が
わ
か
り
に
く
い
と
い
う
難
点
が
あ
っ
た
。

　

そ
こ
で
、検
索
の
便
を
図
る
た
め
、宋
代
に
は
李り

燾と
う

と
い
う
学
者
に
よ
っ
て
、韻
書（
発
音
引
き
の
字
書
）の
韻
目
順
に
部
首
を
並
べ
た
〔　
　

Ａ　
　

〕

の
改
編
版
が
作
ら
れ
た
。
ま
た
、
仏
者
の
字
書
と
い
わ
れ
る
遼
・
行

ぎ
ょ
う

均き
ん

の
〔　
　

Ｂ　
　

〕
で
は
部
首
字
の
声
調
（
四
声
）
ご
と
に
部
首
を
分
け
、
金
・

韓か
ん

道ど
う

昭し
ょ
うの

編
纂
し
た
字
書
〔　
　

Ｃ　
　

〕
で
は
、
部
首
字
の
声
母
（
頭
子
音
）
別
に
部
首
を
並
べ
て
利
便
性
の
向
上
を
図
っ
て
い
る
。

　

明
・
梅ば

い

膺よ
う

祚そ

の
編
纂
し
た
字
書
〔　
　

Ｄ　
　

〕
は
、
部
首
を
部
首
字
の
画
数
順
に
並
べ
た
初
期
の
字
書
と
し
て
名
高
く
、
こ
の
配
列
方
法
は
後
世
の

字
書
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。
清
朝
皇
帝
の
勅
命
に
よ
り
編
纂
さ
れ
た
字
書
、〔　
　

Ｅ　
　

〕
は
、〔　
　

Ｄ　
　

〕
の
部
首
と
部
首
配
列
を
踏
襲
し

た
字
書
で
、
現
代
の
多
く
の
漢
和
辞
典
の
祖
と
な
っ
て
い
る
。

問
１　
Ａ
か
ら
Ｅ
ま
で
に
入
る
書
名
を
次
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
（
各
２
点
）

　

ア　

『
九
経
字
様
』　　
　
　

イ　

『
四
声
篇
海
（
五
音
篇
海
）』　 

ウ　

『
字
林
』　　
　
　
　
　

エ　

『
韻
海
鏡
源
』　　

オ　

『
干
禄
字
書
』

　

カ　

『
正
字
通
』　　
　
　
　

キ　

『
字
彙
』　　
　
　
　
　
　
　
　

ク　

『
康
煕
字
典
』　　
　
　

ケ　

『
五
音
集
韻
』

　

コ　

『
龍
龕
手
鏡
（
鑑
）』　 

サ　

『
説
文
解
字
』　　
　
　
　
　
　

シ　

『
紹
興
重
雕
大
蔵
音
』
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問
２　
傍
線
部
に
つ
い
て
、
こ
の
時
に
用
い
ら
れ
た
の
は
宋
代
の
『
集

し
ゅ
う

韻い
ん

』
と
い
う
韻
書
で
あ
る
。『
集
韻
』
は
宋
代
の
代
表
的
な
韻
書
『
広こ

う

韻い
ん

』
の
体

裁
を
踏
襲
し
た
も
の
で
あ
る
が
、『
集
韻
』
の
韻
目
数
に
つ
い
て
、
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
２
点
）

ア　

一
〇
六　
　
　

イ　

一
〇
八　
　
　

ウ　

一
九
三　
　
　

エ　

二
〇
六

問
３　
〔　
　

Ａ　
　

〕
の
部
首
法
は
、
冒
頭
に
置
か
れ
る
部
首
名
と
末
尾
に
置
か
れ
る
部
首
名
か
ら
、
特
に
「
始
〔　
　

①　
　

〕
終
〔　
　

②　
　

〕」

方
式
と
呼
ば
れ
て
き
た
。
空
欄
①
・
②
に
入
る
部
首
名
を
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
一
字
で
書
き
な
さ
い
。（
完
答
３
点
）

【
問
題
Ⅴ
】（
６
点
）

　
諸
橋
轍
次
の
生
涯
や
業
績
に
つ
い
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
１　
諸
橋
轍
次
は
、
少
年
期
に
入
学
し
た
奥
畑
米
峰
の
私
塾
「
静
修
義
塾
」
の
教
育
内
容
に
つ
い
て
、
後
年
に
「（　
　

）
の
訓
え
で
あ
っ
た
。」
と
語

っ
て
い
る
。
空
欄
に
入
る
適
切
な
語
を
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
３
点
）

ア　

不
朽　
　

イ　

不
断　
　

ウ　

不
言　
　

エ　

不
滅

問
２　
諸
橋
轍
次
は
、
晩
年
ま
で
学
問
へ
の
意
欲
を
失
わ
ず
、
数
え
年
百
歳
に
し
て
最
後
の
著
作
を
刊
行
し
た
。
そ
の
著
作
の
正
し
い
名
称
と
し
て
、
空

欄
に
入
る
漢
字
二
字
を
書
き
な
さ
い
。（
３
点
）

　

『
孔
子
・
老
子
・
釈
迦
「（　
　
　

）
会
談
」』


