
中学３年
国語

■　全体の構成

本書は受験学年を目前に控えた春期講習という、時期的な特殊性を考慮し、次の二点にポイン
トを絞って、効果的な学習ができるように編集してあります。

　◆　現代文の読解力を高める

　◆　古典・韻文の基礎力を固める

■　単元の構成

本書は、各単元が、確認問題と練成問題によって構成されています。
　◆　見開き完結… 読解問題は、各単元とも確認問題と練成問題がそれぞれ見開き完結になるよう

にしてあります。
　◆　確認問題… 現代文では、比較的易しい問題を配し、漢字・語句では、基礎知識の確認と習得

を目的とした問題を配してあります。
　◆　練成問題… 確認問題から一段階ステップアップした、発展的問題を配してあります。これに

よって、実力の養成ができるようにしてあります。
■　Check＆Try

巻頭の「事前にCheck!」は、基本事項を簡単におさらいできる問題で構成してあります。定
着の度合いを確認することができます。
巻末の「最後に Try!」では、基本問題を中心にしながら、やや応用的な問題もふくめて構成

してあります。本書で学習した成果を確認することができます。定期テストの準備に最適です。
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ど
こ
ま
で
身
に
つ
い
て
い
る
か
確
か
め
よ
う
！

　
次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

１ 

〈
熟
語
の
組
み
立
て
〉

□
⑴　

次
の
熟
語
の
組
み
立
て
と
し
て
適
切
な
も
の
を
あ
と
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。

□
①　

増
減　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
②　

独
断　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
③　

上
陸　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
④　

利
害　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑤　

主
要　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑥　

接
続　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑦　

高
校　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑧　

未
定　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑨　

県
立　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑩　

絶
食　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑪　

創
造　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑫　

席
順　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑬　

油
田　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑭　

国
定　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑮　

不
要　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑯　

平
等　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑰　

両
面　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑱　

入
試　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑲　

往
復　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑳　

無
理　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

ア　

類
義
語
ど
う
し

イ　

対
義
語
ど
う
し

ウ　

主
語
＋
述
語

エ　

述
語
＋
目
的
語
・
補
語

オ　

修し
ゅ
う

飾し
ょ
く

語
＋
被ひ

修
飾
語

カ　

上
が
下
を
否
定
す
る

キ　

長
い
熟
語
の
省
略

２ 

〈
漢
字
の
部
首
〉

□
⑴　

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
漢
字
の
部
首
名
と
し
て
適
切
な
も
の
を
あ
と
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

□
①　

被　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
②　

厚　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
③　

歌　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
④　

円　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑤　

考　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑥　

死　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑦　

陸　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑧　

衛　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑨　

神　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑩　

交　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑪　

延　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑫　

難　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑬　

散　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑭　

悩　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑮　

形　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑯　

児　
　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

ア　

こ
ろ
も
へ
ん　
　
　

イ　

り
っ
し
ん
べ
ん　
　

ウ　

ぎ
ょ
う
に
ん
べ
ん

エ　

し
め
す
へ
ん　
　
　

オ　

か
ば
ね
へ
ん　
　
　

カ　

こ
ざ
と
へ
ん

キ　

え
ん
に
ょ
う　
　
　

ク　

し
ん
に
ょ
う　
　
　

ケ　

さ
ん
づ
く
り

コ　

あ
く
び　
　
　
　
　

サ　

る
ま
た　
　
　
　
　

シ　

の
ぶ
ん

ス　

ふ
る
と
り　
　
　
　

セ　

ひ
と
あ
し　
　
　
　

ソ　

さ
ら

タ　

ど
う
が
ま
え　
　
　

チ　

ぎ
ょ
う
が
ま
え　
　

ツ　

な
べ
ぶ
た

テ　

お
い
か
ん
む
り　
　

ト　

や
ま
い
だ
れ　
　
　

ナ　

が
ん
だ
れ

３ 

〈
類
義
語
〉

□
⑴　

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
熟
語
の
類
義
語
を
あ
と
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。
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□
⑨　

供
給　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑩　

反
抗　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑪　

強
制　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑫　

客
観　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑬　

偶
然　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑭　

具
体　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑮　

根
幹　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑯　

完
備　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑰　

往
信　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑱　

狭
義　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑲　

増
進　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑳　

既
知　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

ア　

寒
冷　
　

イ　

固
辞　
　

ウ　

不
備

エ　

抽
象　
　

オ　

広
義　
　

カ　

服
従

キ　

故
意　
　

ク　

親
密　
　

ケ　

返
信

コ　

講
義　
　

サ　

肉
体　
　

シ　

任
意

ス　

主
観　
　

セ　

必
然　
　

ソ　

弱
体

タ　

勤
勉　
　

チ　

減
退　
　

ツ　

義
務

テ　

加
入　
　

ト　

内
容　
　

ナ　

承
諾

ニ　

枝
葉　
　

ヌ　

未
知　
　

ネ　

需
要

５ 

〈
こ
と
わ
ざ
・
慣
用
句
・
故
事
成
語
・
四
字
熟
語
〉

□
⑴　

次
の
こ
と
ば
が
こ
と
わ
ざ
・
故
事
成
語
に
な
る
よ
う
に
、　　
　

に
入
る
適
切
な
こ

と
ば
を
書
い
て
答
え
な
さ
い
。

□
①　

馬
の
耳
に　
　
　

 

〔　
　
　
　
　

〕

□
②　
　
　
　

も
山
の
に
ぎ
わ
い 

〔　
　
　
　
　

〕

□
③　

窮き
ゅ
う

鼠そ　
　
　

を
か
む 

〔　
　
　
　
　

〕

□
④　

目
か
ら　
　
　

が
落
ち
る 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑤　
　
　
　

下
暗
し 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑥　

紺こ
う

屋や

の　
　
　

袴ば
か
ま 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑦　

光
陰　
　
　

の
ご
と
し 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑧　

好
き
こ
そ
も
の
の　
　
　

な
れ 

〔　
　
　
　
　

〕

□
①　

示し

唆さ　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
②　

罷ひ

免め
ん　

　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
③　

音
信　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
④　

細
心　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑤　

案
外　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑥　

傾
向　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑦　

介
入　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑧　

互
角　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑨　

沈
着　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑩　

案
内　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑪　

突
然　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑫　

日
常　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑬　

覚
悟　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑭　

没
頭　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑮　

落
胆　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑯　

思
慮　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑰　

立
身　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑱　

手
紙　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑲　

不
服　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑳　

留
守　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

ア　

関
与　
　

イ　

解か
い

雇こ　
　

ウ　

平
素

エ　

希
望　
　

オ　

分
別　
　

カ　

書
簡

キ　

決
心　
　

ク　

信
用　
　

ケ　

綿
密

コ　

暗
示　
　

サ　

誘
導　
　

シ　

不
満

ス　

不
在　
　

セ　

意
外　
　

ソ　

風
潮

タ　

挿
入　
　

チ　

冷
静　
　

ツ　

専
念

テ　

失
望　
　

ト　

出
世　
　

ナ　

不
意

ニ　

相
互　
　

ヌ　

消
息　
　

ネ　

対
等

４ 

〈
対
義
語
〉

□
⑴　

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
熟
語
の
対
義
語
を
あ
と
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。

□
①　

精
神　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
②　

形
式　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
③　

怠
惰　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
④　

快
諾　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑤　

権
利　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑥　

疎
遠　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑦　

温
暖　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑧　

過
失　
　
　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕
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□
⑨　
　
　
　

の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
る 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑩　
　
　
　

の
矢
が
立
つ 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑪　

住
め
ば　
　
　

 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑫　
　
　
　

に
交
わ
れ
ば
赤
く
な
る 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑬　

悪
事　
　
　

を
走
る 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑭　
　
　
　

は
三
文
の
徳 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑮　
　
　
　

は
食
わ
ね
ど
高た
か

楊よ
う

枝じ 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑯　
　
　
　

の
顔
も
三
度 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑰　

待
て
ば　
　
　

の
日
和
あ
り 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑱　

焼
け
石
に　
　
　

 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑲　

逃
し
た　
　
　

は
大
き
い 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑳　
　
　
　

多
く
し
て
船
山
に
の
ぼ
る 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉑　
　
　
　

が
万
事 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉒　
　
　
　

も
方
便 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉓　

江
戸
の
敵
を　
　
　

で
討
つ 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉔　

短
気
は　
　
　

 
〔　
　
　
　
　

〕

□
㉕　
　
　
　

で
血
を
洗
う 
〔　
　
　
　
　

〕

□
㉖　

月
と　
　
　

 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉗　
　
　
　

元
過
ぎ
れ
ば
熱
さ
忘
れ
る 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉘　
　
　
　

か
ら
駒
が
出
る 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉙　

柳
の
下
に
い
つ
も　
　
　

は
居お

ら
ぬ 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉚　
　
　
　

に
漱く
ち
す
す

ぎ
流
れ
に
枕
す 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉛　

蛍
雪
の　
　
　

 

〔　
　
　
　
　

〕

□
32　

塞さ
い

翁お
う

が　
　
　

 

〔　
　
　
　
　

〕

□
33　
　
　
　

の
威
を
借
る
狐き
つ
ね 

〔　
　
　
　
　

〕

□
34　

李り

下か

に　
　
　

を
正
さ
ず 

〔　
　
　
　
　

〕

□
35　

他
山
の　
　
　

 

〔　
　
　
　
　

〕

□
36　
　
　
　

を
守
っ
て
兎う

さ
ぎ

を
待
つ 

〔　
　
　
　
　

〕

□
37　

一
炊
の　
　
　

 

〔　
　
　
　
　

〕

□
38　

破　
　
　

の
勢
い 

〔　
　
　
　
　

〕

□
39　

登
竜　
　
　

 

〔　
　
　
　
　

〕

□
40　

孟　
　
　

三
遷 

〔　
　
　
　
　

〕

□
41　

丸
い　
　
　

も
切
り
よ
う
で
四
角 

〔　
　
　
　
　

〕

□
42　

箸
に
も　
　
　

に
も
か
か
ら
ぬ 

〔　
　
　
　
　

〕

□
43　

袖
す
り
合
う
も　
　
　

の
縁 

〔　
　
　
　
　

〕

□
44　
　
　
　

の
恥
は
か
き
捨
て 

〔　
　
　
　
　

〕

□
45　

先
ん
ず
れ
ば　
　
　

を
制
す 

〔　
　
　
　
　

〕

□
46　
　
　
　

に
短
し
た
す
き
に
長
し 

〔　
　
　
　
　

〕

□
47　
　
　
　

隠
し
て
尻
隠
さ
ず 

〔　
　
　
　
　

〕

□
48　
　
　
　

よ
り
育
ち 

〔　
　
　
　
　

〕

□
49　

瓜う
り

の
つ
る
に　
　
　

は
な
ら
ぬ 

〔　
　
　
　
　

〕

□
50　

仏
作
っ
て　
　
　

入
れ
ず 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑵　

次
の
こ
と
ば
が（　

）の
意
味
の
慣
用
句
に
な
る
よ
う
に
、　　
　

に
入
る
適
切
な
こ

と
ば
を
書
い
て
答
え
な
さ
い
。

□
①　
　
　
　

に
塩

（
人
が
力
な
く
し
お
れ
る
様
子
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
②　
　
　
　

を
ひ
っ
ぱ
る

（
他
人
の
成
功
や
前
進
の
邪
魔
を
す
る
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
③　
　
　
　

を
押
す

（
道
理
に
合
わ
な
い
こ
と
を
無
理
に
す
る
こ
と
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
④　
　
　
　

に
覚
え
が
あ
る

（
自
分
の
力
量
に
自
信
が
あ
る
） 

〔　
　
　
　
　

〕
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□
⑱　
　
　
　

の
む
し
ろ

（
気
の
休
ま
ら
な
い
つ
ら
い
場
所
や
境
遇
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑲　
　
　
　

を
貸
す

（
助
力
す
る
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑳　
　
　
　

の
空

（
気
が
か
り
な
こ
と
が
あ
り
、
集
中
し
な
い
状
態
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉑　
　
　
　

を
正
す

（
気
持
ち
が
た
る
ま
な
い
よ
う
ひ
き
し
め
る
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉒　
　
　
　

を
か
く

（
相
手
の
予
想
と
は
反
対
の
こ
と
を
し
て
出
し
抜
く
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉓　
　
　
　

が
固
い

（
融ゆ
う

通ず
う

が
き
か
な
い
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉔　
　
　
　

を
切
る

（
知
ら
な
い
ふ
り
を
す
る
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
㉕　
　
　
　

を
冷
や
す

（
危
な
い
目
に
あ
っ
て
ひ
や
り
と
す
る
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑶　

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
四
字
熟
語
の
□
に
入
る
適
切
な
漢
字
を
書
い
て
答
え
な
さ
い
。

□
①　

□
骨
砕
身　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
②　

大
□
晩
成　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
③　

千
変
□
化　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
④　

公
□
正
大　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑤　

意
味
□
長　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑥　

□
顔
無
恥　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑦　

□
人
未
到　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑧　

傍
□
無
人　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑨　

半
信
半
□　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑩　

□
頭
狗く

肉に
く　

　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑪　

□
和
雷
同　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑫　

□
方
美
人　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑬　

三
寒
□
温　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑭　

試
行
錯
□　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑮　

空
前
□
後　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑯　

一
□
発
起　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑰　

異
□
同
音　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑱　

□
心
伝
心　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑲　

当
□
即
妙　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕　　

□
⑳　

大
義
名
□　
　
　
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑤　
　
　
　

か
ら
鼻
へ
抜
け
る

（
と
て
も
賢
い
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑥　
　
　
　

を
食
う

（
驚
き
あ
わ
て
る
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑦　
　
　
　

の
ね
ず
み

（
追
い
つ
め
ら
れ
て
逃
げ
場
の
な
い
こ
と
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑧　
　
　
　

を
返
す

（
口
ご
た
え
を
す
る
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑨　

木
で　
　
　

を
く
く
る

（
そ
っ
け
な
い
態
度
で
応
じ
る
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑩　
　
　
　

を
伸
ば
す

（
解
放
さ
れ
て
の
び
の
び
と
振
る
舞
う
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑪　
　
　
　

を
か
じ
る

（
親
や
他
人
に
養
っ
て
も
ら
う
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑫　
　
　
　

を
出
す

（
隠
し
、
ご
ま
か
し
て
い
た
の
が
見
つ
か
る
） 
〔　
　
　
　
　

〕

□
⑬　
　
　
　

を
く
く
る

（
覚
悟
を
す
る
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑭　
　
　
　

を
疑
う

（
意
外
な
こ
と
を
見
て
、
信
じ
ら
れ
な
い
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑮　
　
　
　

を
く
わ
え
る

（
う
ら
や
み
な
が
ら
も
手
を
出
せ
な
い
で
い
る
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑯　

火
に　
　
　

を
注
ぐ

（
勢
い
の
激
し
い
も
の
に
さ
ら
に
勢
い
を
加
え
る
） 

〔　
　
　
　
　

〕

□
⑰　
　
　
　

の
車

（
家
計
が
き
わ
め
て
苦
し
い
） 

〔　
　
　
　
　

〕

SAM
PLE
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確
認
問
題

1
論
説
文

１
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

幼
い
子
に
、
急
い
で
言
葉
を
教
え
る
こ
と
は
な
い
。
言
葉
は
記
号
だ
か
ら
、
抽
象
が
あ

る
。
そ
の
抽
象
の
度
が
進
み
、
洗
練
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
個
々
の
実
体
か
ら
は
遊
離

す
る
。
普ふ

遍へ
ん

性せ
い

は
大
き
く
な
る
が
、
実
感
は
乏
し
く
な
る
。
イ
ヌ
と
い
う
言
葉
は
、
一
匹

一
匹
の
イ
ヌ
の
個
性
を
消
し
て
し
ま
う
。
そ
こ
に
ネ
コ
で
は
な
い
イ
ヌ
が
い
る
と
か
、
な

ん
匹
い
る
と
か
い
う
事
態
の
表
現
に
は
適
し
て
い
る
が
、
子
ど
も
が
感
じ
て
い
る
当
の
イ

ヌ
の
存
在
を
い
い
表
す
の
に
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
。
お
と
な
で
も
、
自
分
が
飼
っ
て
い
た

り
、
近
所
に
住
む
イ
ヌ
を
「
イ
ヌ
」
と
は
呼
ば
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
イ
ヌ
は
「
ク
ロ
」
で

あ
り
「
ラ
リ
ー
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
子
ど
も
も
、
そ
れ
を
自
然
に
覚
え
る
の
が
よ
い
。
幼

い
子
が
イ
ヌ
を
見
て
「
ウ
ー
」
と
か
「
キ
ャ
ン
」
と
か
い
え
ば
、
そ
の
イ
ヌ
の
実
体
を
よ

く
と
ら
え
て
い
る
の
だ
。
そ
う
で
あ
る
の
に
「
ワ
ン
ワ
ン
」
と
い
う
言
葉
を
教
え
込
め

ば
、
ど
の
イ
ヌ
も　
　
　

に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
し
て
「
イ
ヌ
」
と
い
わ
せ
た
と
き
に

は
、
子
ど
も
の
感
覚
は
著
し
く
削そ

ぎ
落
と
さ
れ
て
い
る
。
①
こ
れ
は
、
言
葉
を
か
え
っ
て

衰
微
さ
せ
る
結
果
に
も
な
る
。
ひ
と
つ
の
「
イ
ヌ
」
に
限
る
よ
り
、「
ク
ロ
」「
ラ
リ
ー
」

や
「
ウ
ー
」「
キ
ャ
ン
」
な
ど
の
あ
る
ほ
う
が
、
言
葉
と
し
て
は
は
る
か
に
豊
か
と
言
え
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
イ
ヌ
」
と
い
う
言
葉
は
お
と
な
の
世
界
で
使
わ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
、
子

ど
も
が
覚
え
て
い
く
の
は
自
然
だ
。
そ
れ
ま
で
も
妨
げ
る
こ
と
は
な
い
。　
　
　

、
絵
本

な
ど
を
使
っ
て
、
名
当
て
の
よ
う
に
教
え
込
ん
だ
ら
、
観
念
と
実
体
が
合
わ
な
く
な
る
。

イ
ヌ
は
ど
れ
も
お
と
な
し
く
可
愛
い
も
の
と
い
っ
た
誤
っ
た
認
識
さ
え
形
成
さ
れ
る
。
そ

れ
よ
り
も
、
い
ろ
い
ろ
な
イ
ヌ
を
身
近
に
体
験
さ
せ
る
こ
と
の
ほ
う
が
先
決
だ
。

挨あ
い

拶さ
つ

の
言
葉
を
仕
込
ま
れ
た
子
ど
も
ぐ
ら
い
、
気
持
ち
の
悪
い
も
の
は
な
い
。
か
れ
ら

＊

①

が
、「
お
は
よ
う
ご
ざ
い
ま
す
」
と
か
「
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
」
と
か
い
う
と
き

に
は
、
ま
ず
、
ほ
ん
と
う
の
心
は
こ
も
っ
て
い
な
い
。
た
だ
、
そ
う
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
と

強
い
ら
れ
て
い
っ
て
い
る
だ
け
だ
。
当
然
、
紋
切
り
型
の
口
調
に
な
る
か
ら
、
な
ん
と
も

子
ど
も
に
は
調
和
し
な
い
。
う
わ
べ
だ
け
の
形
式
的
な
言
葉
は
、
虚き
ょ

偽ぎ

と
偽ぎ

善ぜ
ん

と
責
任
回

避
を
こ
と
と
す
る
お
と
な
に
は
ふ
さ
わ
し
い
が
、
無
邪
気
で
打
算
と
ご
ま
か
し
の
下
手
な

子
ど
も
に
は
似
つ
か
わ
し
く
な
い
。
そ
の
子
ど
も
が
、
お
と
な
の
挨
拶
を
す
る
の
だ
か

ら
、
不
愉
快
と
い
う
ほ
か
は
な
い
。
②
そ
の
言
葉
を
発
す
る
と
き
の
子
ど
も
の
心
情
を
思

え
ば
、
な
お
さ
ら
苦
し
く
な
っ
て
く
る
。

子
ど
も
の
挨
拶
は
「
お
は
よ
う
」「
あ
り
が
と
う
」
で
十
分
だ
。
顔
を
合
わ
せ
た
と
き
、

い
き
な
り
、「
お
ば
ち
ゃ
ん
」
と
か
「
ひ
ろ
し
」
と
か
呼
び
か
け
て
話
し
だ
し
て
も
よ
い

し
、
別
れ
る
と
き
は
「
じ
ゃ
あ
ね
」
で
も
「
ば
い
ば
い
」
で
も
か
ま
わ
な
い
。
要
は
、
そ

の
と
き
ど
き
の
相
手
に
対
す
る
気
持
ち
が
も
っ
と
も
よ
く
伝
え
ら
れ
る
、
そ
の
子
に
合
っ

た
方
法
を
選
ば
せ
る
こ
と
だ
。　
　
　

、
か
な
ら
ず
し
も
、
挨
拶
は
言
葉
に
な
ら
な
け
れ

ば
な
ら
ぬ
必
要
は
な
い
。
私
の
診
察
室
で
も
、
や
っ
て
来
た
子
ど
も
の
大
半
は
、
目
や
し

ぐ
さ
で
親
愛
の
情
を
見
せ
て
く
れ
る
。
ウ
イ
ン
ク
を
し
た
り
、
首
を
傾
け
た
り
、
口
を
と

が
ら
せ
た
り
、
手
を
挙
げ
た
り
、
か
ら
だ
中
で
ず
っ
こ
け
た
よ
う
す
を
し
た
り
す
る
。
な

か
に
は
、
あ
か
ん
べ
え
を
し
た
り
、
い
き
な
り
傍そ
ば

に
や
っ
て
き
て
つ
ば
を
引
っ
か
け
た
り
、

私
の
頭
を
ぽ
か
り
と
や
っ
た
り
も
す
る
。
③
そ
れ
が
、
ひ
と
つ
も
恨
み
で
な
く
、
熱
烈
な

エ
ー
ル
で
あ
り
、
優
れ
た
挨
拶
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
も
ち
ゃ
ん
と
挨
拶
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
に
つ
れ
、
し
だ
い
に

親
愛
の
情
が
薄
れ
、
距
離
が
遠
の
い
て
い
く
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。　
　
　

、
彼
ら
に
は

情
は
残
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
ス
ト
レ
ー
ト
な
方
法
で
表
現
し
得
な
く
な
っ
て
く
る

の
か
も
知
れ
ぬ
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
こ
こ
に
も
言
葉
の
持
つ
さ
び
し
さ
が
あ
る
。

④
言
葉
の
豊
富
さ
は
、
言
葉
の
上
だ
け
で
の
整
合
性
を
生
む
。
経
験
で
確
か
め
立
証
す

る
よ
り
も
、
言
葉
の
上
で
の
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
人
だ
け
で
な
く

自
分
を
も
納
得
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
お
と
な
の
大
切
に
し
て
い
る
物
を
こ
わ
す
な
ど
、
失

策
を
し
た
と
き
に
、「
ネ
コ
が
し
た
」
と
か
「
友
だ
ち
が
し
た
」
と
い
い
、
さ
ら
に
追
及

②

③
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ウ　

幼
い
子
に
、
実
体
を
無
視
し
て
、
抽
象
的
な
「
イ
ヌ
」
と
い
う
言
葉
を
教
え
込
む

こ
と
。

エ　

幼
い
子
の
「
ウ
ー
」「
キ
ャ
ン
」
と
い
う
言
葉
が
実
体
を
と
ら
え
て
い
る
と
み
な

す
こ
と
。

□
⑷　
　
　

線
②
「
そ
の
言
葉
を
発
す
る
と
き
の
子
ど
も
の
心
情
を
思
え
ば
、
な
お
さ
ら
苦

し
く
な
っ
て
く
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
「
子
ど
も
」
に
は
、
ど
う
い
っ
た
挨
拶

の
仕
方
を
さ
せ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
か
。
筆
者
の
考
え
が
ま
と
め
て
述
べ
ら
れ

て
い
る
一
文
を
、
こ
こ
よ
り
あ
と
の
本
文
中
か
ら
探
し
、
そ
の
最
初
の
五
字（
読
点
も

字
数
に
数
え
ま
す
）を
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

□
⑸　
　
　

線
③
「
そ
れ
が
、
ひ
と
つ
も
恨
み
で
な
く
、
熱
烈
な
エ
ー
ル
で
あ
り
、
優
れ
た

挨
拶
に
な
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
え
る
の
は
ど
う
し
て
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最

も
適
切
と
考
え
ら
れ
る
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

驚
く
よ
う
な
挨
拶
の
中
に
、
子
ど
も
た
ち
の
正
直
な
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
か
ら
。

イ　

子
ど
も
は
、
親
し
さ
を
表
す
手
段
と
し
て
手
荒
な
や
り
方
し
か
知
ら
な
い
か
ら
。

ウ　

言
葉
を
使
う
挨
拶
は
、
子
ど
も
に
う
そ
を
つ
く
こ
と
を
強
い
る
も
の
だ
か
ら
。

エ　

子
ど
も
は
無
邪
気
で
打
算
や
ご
ま
か
し
な
ど
全
く
知
ら
な
い
純
真
な
も
の
だ
か
ら
。

□
⑹　

線
④
「
言
葉
の
豊
富
さ
は
、
言
葉
の
上
だ
け
で
の
整
合
性
を
生
む
」
と
あ
り

ま
す
が
、
こ
れ
を
言
い
換
え
た
次
の
文
の　
　
　

に
入
る
最
も
適
切
な
こ
と
ば
を
、
こ

こ
よ
り
あ
と
の
本
文
中
か
ら
七
字
で
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

〈
多
く
の
言
葉
を
覚
え
る
こ
と
で
、
無
意
識
の
う
ち
に
、　
　
　

を
す
る
よ
う
に
な

る
。〉

さ
れ
れ
ば
「
だ
っ
て
、
ネ
コ
が
い
た
ん
だ
も
ん
」
と
か
「
あ
の
子
は
、
こ
の
前
も
こ
わ
し

た
じ
ゃ
な
い
か
」
な
ど
と
弁
明
す
る
。
こ
れ
が
「
う
そ
を
つ
く
」
と
い
う
悪
に
決
め
つ
け

ら
れ
る
の
だ
が
、
言
葉
の
上
で
の
「
だ
れ
が
」
や
「
ど
う
し
て
」
と
い
う
性
急
な
追
及
が
、

子
ど
も
の
う
そ
を
作
り
あ
げ
て
し
ま
う
の
だ
。
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、
し
で
か
し
た
事
実

に
も
と
も
と
否
定
も
肯
定
も
な
い
。
た
だ
そ
う
い
う
事
実
が
起
き
た
だ
け
だ
。
自
分
に
も

ま
わ
り
に
も
言
葉
さ
え
な
け
れ
ば
、
そ
れ
で
す
む
。
と
こ
ろ
が
、
そ
こ
に
論
理
性
と
価
値

観
が
強
力
に
立
ち
現
れ
る
と
、
一
定
度
の
言
葉
の
操
作
を
覚
え
た
子
は
、
そ
の
土
俵
に
あ

が
ら
ざ
る
を
え
ぬ
。
結
果
は
明
ら
か
で
は
あ
る
が
、
こ
り
ず
に
言
葉
の
土
俵
に
は
ま
り
込

み
、
ま
す
ま
す
事
実
か
ら
の
逃
避
が
巧
妙
と
な
る
。〈

毛
利
子
来
「
新
エ
ミ
ー
ル
」
よ
り
〉

□
⑴　
　
　
　

〜　
　
　

に
入
る
こ
と
ば
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
そ
れ
ぞ
れ

選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

だ
か
ら　

イ　

し
か
し

ウ　

な
ぜ
な
ら　

エ　

あ
る
い
は

□
⑵　
　
　
　

に
入
る
四
字
熟
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。

ア　

一
網
打
尽　

イ　

千せ
ん

篇ぺ
ん

一い
ち

律り
つ

ウ　

同
工
異
曲　

エ　

支
離
滅
裂

□
⑶　

線
①
「
こ
れ
」
が
指
し
て
い
る
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

幼
い
子
が
、
イ
ヌ
を
見
て
「
ウ
ー
」
と
か
「
キ
ャ
ン
」
と
か
言
っ
て
も
、
放
っ
て

お
く
こ
と
。

イ　

幼
い
子
に
、
普
遍
性
の
高
い
抽
象
語
を
教
え
ず
、
実
感
を
重
視
し
た
言
葉
を
教
え

込
む
こ
と
。

①

③

①

②

③

＊
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練
成
問
題

１
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

わ
が
国
の
水
時
計
に
関
す
る
知
識
が
、
中
国
経
由
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
①
天て

ん

智じ

天
皇
以
来
約
一
千
年
の
あ
い
だ
、
時
計
な
い
し
は
一
日
の

長
さ
を
細
か
く
分
け
る
時
間
の
観
念
が
、
日
常
生
活
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
た
形
跡
は
な

い
。
江え

戸ど

時
代
に
入
る
と
、
す
な
わ
ち
十
七
世
紀
以
降
は
、
た
し
か
に
時
を
告
げ
る
鐘
が

現
れ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
も
と
づ
い
て
江
戸
の
庶
民
生
活
が
営
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
こ
で
の
時
制
は
、
昼
夜
の
長
さ
を
そ
れ
ぞ
れ
六
等
分
す
る
不
定
時
法
で
あ
り
、
真
夜

中
・
真
昼
の
九
ツ
か
ら
始
ま
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
午
前
・
午
後
の
四
ツ
に
終
わ
る
、
す
な
わ
ち

春
分
時
・
秋
分
時
で
あ
れ
ば
一
時
が
二
時
間
に
当
た
る
数
え
方
で
あ
っ
た
。

し
か
し
こ
れ
も
、
時
を
告
げ
た
の
は
ふ
つ
う
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
寺
の
鐘
一
般
で

は
な
く
、
江
戸
城
の
太た
い

鼓こ

が
時
を
告
げ
る（
撃げ

き

鼓こ

）こ
と
に
み
な
ら
っ
て
つ
い
た
、
江
戸

に
九
カ
所
ば
か
り
あ
っ
た
「
時
鐘
」
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
堤
紫
海
氏
に
よ
れ
ば
、

そ
の
「
鐘
役
」
に
「
時
鐘
」
を
つ
い
て
も
ら
う
に
は
、
近
く
の
家
々
か
ら
「
時
銭
」
を
集

め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
。
寺
一
般
の
数
が
い
か
に
多
く
と
も
、
そ
れ
ら
に
は
時
を

告
げ
る
義
務
も
能
力
も
な
く
、
ま
た
江
戸
以
外
の
、　　
　

京き
ょ
う

・
大
阪
に
も
「
時
鐘
」
が

あ
っ
た
か
ど
う
か
、
ま
た
江
戸
時
代
以
前
は
ど
う
だ
っ
た
か
は
定
か
で
な
い
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
機
械
時
計
が
日
本
に
初
め
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
天て
ん

文ぶ
ん

二
十
年（
一
五

五
一
年
）、
ザ
ビ
エ
ル
が
大お
お

内う
ち

義よ
し

隆た
か

に
「
自
鳴
鐘
」
を
贈
っ
た
と
き
の
こ
と
と
さ
れ
る
。

そ
の
文
字
盤
を
改
造
な
い
し
は
季
節
ご
と
に
取
り
換
え
た
り
、
テ
ン
プ
を
調
整
し
た
り
し

て
わ
が
国
の
不
定
時
法
に
合
わ
せ
た
の
が
、
江
戸
の
和
時
計
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
明め
い

治じ

六

年（
一
八
七
三
年
）に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
時
制
が
採
り
入
れ
ら
れ
る
に
お
よ
ん
で
、
工
芸
品

的
価
値
を
持
っ
た
数
多
く
の
和
時
計
は
、
大
半
が
海
外
に
流
出
し
、
散
逸
し
て
し
ま
っ

た
。②

こ
の
事
実
が
い
み
じ
く
も
象
徴
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
わ
が
国
に
は
今
日
に
い

①

た
る
ま
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な
時
間
の
観
念
が
存
在
し
な
い
。
の
ど
元
過
ぎ
れ
ば
熱
さ
を

忘
れ
る
と
い
う
の
が
、
私
た
ち
の
楽
天
的
な
そ
の
日
暮
ら
し
の
国
民
性
で
あ
る
の
に
対

し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
時
間
の
観
念
は
過
去
を
忘
れ
ず
、　　
　

、
確
固
た
る
目
標
を
未
来

に
掲
げ
つ
つ
生
き
る
、
意
志
的
・
計
画
的
か
つ
集
団
的
な
態
度
か
ら
発
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
中
世（
六
世
紀
）以
来
、
修
道
院
が
十
五
分
な
い
し
十
五
分
の
倍
数

単
位
に
よ
っ
て
一
日
の
日
課
を
き
ち
ん
と
作
り
、
時
計
を
水
時
計（
二
十
四
時
間
計
）、

砂
時
計（
十
五
分
計　

一
時
間
計
）、
ロ
ウ
ソ
ク（
一
晩
三
本
）な
ど
に
よ
っ
て
測
っ
て

き
た
。
そ
し
て
真
夜
中
の
朝
課
か
ら
始
ま
っ
て
、
讃さ
ん

課か

、
一
時
課
、
三
時
課
、
正
午
の
六

時
課
、
九
時
課
、
晩
課
、
そ
し
て
終
課
と
、
三
時
間
ご
と
に
お
勤
め
の
鐘
を
鳴
ら
し
、
庶

民
は
中
世
以
来
、
こ
の
鐘
の
音
に
合
わ
せ
て
生
活
を
律
し
て
き
た
。

時
間
ご
と
と
い
っ
て
も
、
実
際
に
は
水
時
計
、
砂
時
計
な
ど
に
狂
い
が
あ
り
、
ま
た
修

道
士
が
読
む
本
の
一
定
ペ
ー
ジ
ご
と
に
鐘
を
鳴
ら
し
た
り
し
た
か
ら
、
修
道
院
ご
と
に
時

間
は
違
っ
て
い
た
。
正
確
な
時
間
に
よ
る
生
活
は
、
十
四
世
紀
以
降
の
都
市
に
お
い
て
の

こ
と
で
あ
り
、
市
庁
舎
の
鐘
楼
に
機
械
時
計
が
備
え
つ
け
ら
れ
て
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
肝
心
な
の
は
、
時
間
が
客
観
的
に
正
確
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

は
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
古
く
か
ら
修
道
院
な
ら
び
に
都
市
に
お
い
て
、
組
織
的
か
つ

意
志
的
・
計
画
的
な
集
団
生
活
を
営
む
た
め
に
こ
そ
時
間
を
つ
く
り
出
し
、
こ
れ
を
自
ら

の
手
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
き
た
点
で
あ
る
。
時
間
は
ほ
ん
ら
い
目
に
見
え
な
い

も
の
で
あ
り
、
ま
た
③
絶
海
の
孤
島
で
の
ひ
と
り
暮
ら
し
と
か
農
村
生
活
、
牧
人
生
活
の

場
合
に
は
必
要
が
な
い
。
朝
・
昼
・
夜
と
い
っ
た
大
ま
か
な
識
別
さ
え
あ
れ
ば
よ
く
、
そ

れ
は
ふ
つ
う
、
日
の
出
と
日
没
、
そ
し
て
太
陽
の
位
置
に
よ
っ
て
、
だ
れ
の
目
に
も
自
明

で
あ
る
。

人
為
的
・
組
織
的
な
集
団
性
に
生
き
よ
う
と
す
る
と
き
、
人
は
初
め
て
時
間
を
必
要
と

す
る
。
そ
の
点
で
は
、
江
戸
城
・
江
戸
市
民
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
修
道
院
や
都
市
も
変
わ
り

は
な
い
で
あ
ろ
う
。　
　
　

日
本
人
の
集
団
性
は
つ
ね
に
情
緒
的
で
あ
り
、
時
間
に
対
し

て
つ
ね
に
受
け
身
で
あ
る
。
時
間
は
人
間
に
と
っ
て
や
む
を
え
ぬ
、
人
間
の
力
で
は
ど
う

②

③
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□
⑶　

線
②
「
こ
の
事
実
」
が
指
し
て
い
る
内
容
と
し
て
適
切
な
も
の
を
次
か
ら
一

つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

わ
が
国
の
水
時
計
に
関
す
る
知
識
は
、
す
べ
て
中
国
か
ら
伝
わ
っ
て
き
た
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
。

イ　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
機
械
時
計
を
初
め
て
日
本
に
も
た
ら
し
た
の
は
、
ザ
ビ
エ
ル
だ
っ

た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

江
戸
の
鐘
役
に
時
鐘
を
つ
い
て
も
ら
う
た
め
に
は
、
時
銭
が
必
要
で
あ
っ
た
と
い

う
こ
と
。

エ　

明
治
初
期
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
時
制
採
用
と
と
も
に
、
不
定
時
法
に
よ
る
和
時
計
が
工

芸
品
と
し
て
海
外
に
流
出
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。

□
⑷　
　
　

線
③
「
絶
海
の
孤
島
で
の
ひ
と
り
暮
ら
し
と
か
農
村
生
活
、
牧
人
生
活
の
場
合

に
は
必
要
が
な
い
」
時
間
の
観
念
は
、
そ
も
そ
も
ど
ん
な
目
的
の
た
め
に
必
要
な
の
で

す
か
。「
〜
た
め
。」
と
い
う
形
で
、
十
五
字
以
内（
句
読
点
も
字
数
に
数
え
ま
す
）で
答

え
な
さ
い
。

□
⑸　
　
　

線
④
「
時
間
の
流
れ
に
無
抵
抗
に
身
を
任
せ
、
過
去
も
未
来
も
深
く
考
え
る
こ

と
な
く
、
た
だ
現
在
に
生
き
よ
う
と
す
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
日
本
人
が
こ
の
よ
う
な

態
度
を
と
る
の
は
、「
時
間
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
受
け
止
め
て
い
る
か
ら
で
す
か
。

そ
れ
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
を
、
こ
こ
よ
り
前
の
本
文
中
か
ら
三
十
二
字（
読
点
も

字
数
に
数
え
ま
す
）で
探
し
、
そ
の
最
初
と
最
後
の
六
字
を
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

□
⑹　
　
　
　

に
入
る
最
も
適
切
な
こ
と
ば
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

人
為
的　

イ　

組
織
的　

ウ　

情
緒
的　

エ　

主
体
的

た

め

。

〜

＊

し
よ
う
も
な
い
自
然
的
な
拘
束
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
が
一
分
一
秒

の
狂
い
も
な
く
恐
る
べ
き
正
確
さ
で
番
組
を
進
め
る
反
面
、
約
束
の
会
合
時
間
を
破
る
こ

と
に
む
し
ろ
時
間
か
ら
の
自
由
を
感
じ
と
る
。
そ
し
て
集
団
全
体
も
ま
た
④
時
間
の
流
れ

に
無
抵
抗
に
身
を
任
せ
、
過
去
も
未
来
も
深
く
考
え
る
こ
と
な
く
、
た
だ
現
在
に
生
き
よ

う
と
す
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
と
っ
て
の
時
間
は
、
個
々
人
が
意
志
的
に
集
団
生
活
を
営
む
た
め
の

手
段
で
あ
り
、
人
間
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
そ
し
て
主
体
的
・
計
画
的
に
費
や
す
べ
き
も

の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
約
束
の
会
合
時
間
を
厳
守
す
る
反
面
、
テ
レ
ビ
で
一
つ
の
番
組

が
終
わ
っ
て
し
ま
え
ば
、
次
の
番
組
ま
で
た
と
え
数
分
の
空
き
が
生
じ
て
も
気
に
病
ま
な

い
。
そ
し
て
個
々
人
が　
　
　

に
結
び
合
わ
な
い
か
ら
こ
そ
、
集
団
全
体
も
明
確
な
目

標
を
掲
げ
て
意
志
的
・
計
画
的
に
生
き
ざ
る
を
え
ず
、
現
在
の
位
置
を
出
発
点（
過
去
）

と
到
達
点（
未
来
）の
双
方
か
ら
絶
え
ず
測
ろ
う
と
す
る
。

〈
木
村
尚
三
郎
「
和
魂
和
才
の
す
す
め
」
よ
り
〉

□
⑴　
　
　
　

〜　
　
　

に
入
る
最
も
適
切
な
こ
と
ば
を
次
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号

で
答
え
な
さ
い
。

ア　

し
た
が
っ
て　

イ　

し
か
し

ウ　

ま
た　

エ　

た
と
え
ば

□
⑵　
　
　

線
①
「
天
智
天
皇
以
来
約
一
千
年
の
あ
い
だ
、
時
計
な
い
し
は
一
日
の
長
さ

を
細
か
く
分
け
る
時
間
の
観
念
が
、
日
常
生
活
の
中
に
入
り
込
ん
で
い
た
形
跡
は
な

い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
日
本
人
に
「
時
間
の
観
念
」
が
浸
透
し
な
か
っ
た
の
は
、
日
本

人
の
ど
の
よ
う
な
特
質
に
よ
る
と
筆
者
は
指
摘
し
て
い
ま
す
か
。
本
文
中
か
ら
十
四
字

で
書
き
抜
い
て
答
え
な
さ
い
。

＊

①

③

①

②

③
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