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

　

物
の
あ
は
れ
を
知
る
と
い
ふ
事
、
ま
づ
す
べ
て
「
あ
は
れ
」
と
い
ふ
は
、
も
と
見
る
も
の

聞
く
物
ふ
る
る
事
に
、
心
の
感
じ
て
出い

づ
る
嘆な

げ
き息

の
声
に
て
、
今
の
俗よ

の
こ
と
ば言

に
も
、「
あ
あ
」と

言
ひ
、「
は
れ
」
と
言
ふ
、
是こ

れ

な
り
。
た
と
へ
ば
月
花
を
見
て
感
じ
て
、「
あ
あ
、
見
ご
と
な

花
ぢ
や
。」
は
れ
、
よ
い
月
か
な
。
な
ど
言
ふ
。「
あ
は
れ
」
と
い
ふ
は
、
こ
の
「
あ
あ
」
と

「
は
れ
」
と
の
重
な
り
た
る
物
に
て
、
漢か

ら

文ぶ
み

に
「
嗚
呼
」
な
ど
あ
る
文
字
を
、「
あ
あ
」
と
読

む
も
こ
れ
な
り
。

 

（
本も
と

居お
り

宣の
り

長な
が

『
源げ
ん

氏じ

物も
の

語が
た
り

玉た
ま

の
小お

櫛ぐ
し

』）

＊
1　

も
と
＝
本
来
。
も
と
も
と
。

＊
2　

ふ
る
る
＝
触ふ

れ
る
。

＊
3　

俗
言
＝
世
間
一い
っ

般ぱ
ん

に
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
。

＊
4　

は
れ
＝
あ
あ
。
や
れ
。
ま
あ
。

＊
5　

漢
文
＝
漢
文
で
書
か
れ
た
書
物
。

問
一　
〈
文
脈
〉　

古
文
中
に
は
「　

」
が
一
か
所
抜ぬ

け
て
い
ま
す
。「　

」
が
つ
く
部
分
を
古

文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

問
二　
〈
か
な
づ
か
い
〉　　
　

線
①
「
ま
づ
」、
②
「
た
と
へ
ば
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直

し
て
書
き
な
さ
い
。

 

①
　

　

②
　

問
三　
〈
内
容
理
解
〉　
「
あ
は
れ
」と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
何
で
す
か
。
そ
れ
が
示
さ
れ
て

い
る
部
分
を
古
文
中
か
ら
二
十
五
字
で
探
し
、
そ
の
初
め
と
終
わ
り
の
五
字
を
書
き
抜

き
な
さ
い
。
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＊
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~
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〜　

問
四　
〈
内
容
理
解
〉　
「
あ
は
れ
」と
い
う
言
葉
は
ど
の
よ
う
に
し
て
で
き
ま
し
た
か
。
次
の

文
の

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
古
文
中
か
ら
書
き
抜
き
な
さ
い
。

　
「
あ
は
れ
」
は
、「　

　

」
と
「　

　

」
と
が
重
な
っ
て
で

き
た
。

問
五　
〈
語
句
〉　　
　

線
ⓐ
〜
ⓓ
の
「
の
」
の
う
ち
か
ら
、
そ
の
文
節
が
主
語
で
あ
る
こ
と

を
示
す
「
の
」
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

 

問
六　
〈
内
容
理
解
〉　

こ
の
古
文
の
内
容
と
合
っ
て
い
る
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　
「
あ
は
れ
」と
は
、
月
や
花
な
ど
の
自
然
の
情
景
を
見
て
感
動
し
た
と
い
う
意
味
の

言
葉
で
あ
る
。

イ　
「
あ
は
れ
」と
い
う
言
葉
は
、
何
か
に
感
動
し
た
と
き
に
思
わ
ず
出
る
感か

ん

嘆た
ん

を
表
す

語
で
あ
る
。

ウ　
「
あ
あ
」
と
「
は
れ
」
は
、「
あ
は
れ
」
と
い
う
言
葉
が
二
つ
に
分
か
れ
て
で
き
た

語
で
あ
る
。

エ　
「
あ
は
れ
」
は
、
漢
文
で
書
か
れ
た
書
物
に
出
て
く
る
「
嗚
呼
」
と
い
う
語
が
変
化

し
て
で
き
た
も
の
で
あ
る
。
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５

ねらい

21

古
文
⑴

14
単
元
の
内
容
を
確か
く

認に
ん

し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

助
動
詞
２

読
解
▼

文
法
▼
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21　古文⑴

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

　

桜
と
い
ふ
花
こ
そ
万よ

ろ
づ

の
花
に
も
勝す

ぐ

れ
に
た
れ
。
こ
の
花
、
唐か

ら

国く
に

に
は
生お

ひ
ず
、
我わ

が
大や

ま
と和

の
国
の
み
に
あ
り
て
、
め
で
た
き
花
の
限
り
な
り
け
り
。
昔
、
唐
国
よ
り
引
き
来
て
植
ゑ
し

と
い
ふ
梅
の
花
、
亦ま

た

め
で
た
き
花
な
り
と
い
へ
ど
も
、
時
い
と
早
く
し
て
、
ふ
る
雪
に
ま
じ

り
咲さ

き
出い

で

た
る
、
見
る
袖そ

で

も
寒
け
か
り
け
り
。
す
べ
て
一
年
の
う
ち
に
も
、
や
よ
ひ
の
頃こ

ろ

ぞ

い
と
比た

ぐ

ひ
な
き
。
久
方
の
光
麗う

ら
ら

か
に
、
足あ

し

引ひ
き

の
あ
ら
し
の
音
も
静
か
な
る
に
、
白
雲
の
か
か

る
が
ご
と
く
咲
き
匂に

ほ

ひ
た
る
桜
の
花
に
し
く
物
な
ん
な
か
り
け
る
。

 

（
鹿か

持も
ち

雅ま
さ

澄ず
み

『
山さ
ん

斎さ
い

集し
ゅ
う

』）

＊
1　

唐
国
＝
中
国
。

＊
2　

比
ひ
な
き
＝
比
べ
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
。

＊
3　

久
方
の
＝
「
光
」
に
か
か
る
枕ま
く
ら

詞こ
と
ば

。

＊
4　

足 

引
の
＝
「
山
」
や
「
峰み
ね

」
に
か
か
る
枕
詞
。
こ
こ
で
は
「
あ
ら
し
」
に
か
か
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
、「
嵐あ
ら
し

」と
い
う
漢
字
が
山
と
風
に
分
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
か
ら
の
連
想
に
よ
る
も

の
。

問
一　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
①
「
め
で
た
き
花
の
限
り
な
り
け
り
」
の
現
代
語
訳
と
し
て

最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

め
ず
ら
し
い
花
の
一
つ
で
あ
る
。

イ　

美
し
い
花
の
最
高
の
も
の
で
あ
る
。

ウ　

あ
ま
り
見
ば
え
の
し
な
い
花
で
あ
る
。

エ　

花
の
種
類
は
数
限
り
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。

 

問
二　
〈
か
な
づ
か
い
〉　　
　

線
②
「
植
ゑ
し
と
い
ふ
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
、

す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

 

問
三　
〈
内
容
理
解
〉　　
　

線
③
「
時
い
と
早
く
し
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
が
大
変
早
い

の
で
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

2

＊
1

①

②

③

④

⑤

⑥

＊
2

＊
3

＊
4

ア　

中
国
よ
り
日
本
に
輸
入
さ
れ
た
時
期
。

イ　

花
が
咲
い
て
か
ら
散
っ
て
し
ま
う
ま
で
の
期
間
。

ウ　

実
の
な
る
時
期
。

エ　

花
の
咲
く
時
期
。

 

問
四　
〈
動
作
主
〉　　
　

線
④
「
咲
き
出
た
る
」
の
動
作
主
を
古
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ

い
。

 

問
五　
〈
内
容
理
解
〉　　
　

線
⑤
「
見
る
袖
も
寒
け
か
り
け
り
」
と
あ
り
ま
す
が
、
何
を
見

て
、
寒
そ
う
に
感
じ
た
の
で
す
か
。
そ
の
情
景
を
現
代
語
で
説
明
し
な
さ
い
。

 

問
六　
〈
古
典
常
識
〉　　
　

線
⑥
「
や
よ
ひ
」
と
は
、
旧き

ゅ
う

暦れ
き

の
何
月
の
こ
と
で
す
か
。

 

問
七　
〈
内
容
理
解
〉　

こ
の
古
文
の
内
容
と
合
っ
て
い
る
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

桜
の
花
は
日
本
古
来
の
も
の
で
、
う
ら
ら
か
な
春
の
日
に
白
雲
が
か
か
る
よ
う
に

咲
く
姿
が
何
に
も
ま
し
て
す
ば
ら
し
い
。

イ　

梅
の
花
は
、
昔
中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
が
、
雪
の
降
る
時
期
に
白
い

花
を
咲
か
せ
る
の
が
何
と
も
言
え
ず
美
し
い
。

ウ　

桜
の
花
は
、
日
本
独
自
の
花
で
あ
り
、
梅
の
花
と
並
ん
で
、
美
し
い
花
の
代
表
格

と
さ
れ
て
い
る
。

エ　

梅
の
花
も
桜
の
花
も
や
よ
い
の
こ
ろ
に
咲
く
も
の
が
、
何
に
も
ま
し
て
美
し
い
も

の
で
あ
る
。

 

５
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□
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□
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q
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q
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q
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q
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q
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q
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q
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q
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q
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漢
字
の
読
み
書
き
21

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

　

神か
み

無な

月づ
き

の
こ
ろ
、
栗く

る

栖す

野の

と
い
ふ
所
を
過
ぎ
て
、
あ
る
山
里
に
た
づ
ね
入
る
こ
と
は
べ
り

し
に
、
は
る
か
な
る
苔こ

け

の
細
道
を
踏ふ

み
分
け
て
、
心
細
く
住
み
な
し
た
る
い
ほ
り
あ
り
。
木こ

の
葉
に
う
づ
も
る
る
か
け
ひ
の
し
づ
く
な
ら
で
は
、
つ
ゆ
お
と
な
ふ
も
の
な
し
。
閼あ

伽か

棚だ
な

に

菊き
く

・
紅も

み
ぢ葉
な
ど
折
り
散
ら
し
た
る
、
さ
す
が
に
住
む
人
の
あ
れ
ば
な
る
べ
し
。

　

か
く
て
も
あ
ら
れ
け
る
よ
、
と
あ
は
れ
に
見
る
ほ
ど
に
、
か
な
た
の
庭
に
、
大
き
な
る
柑か

う

子じ

の
木
の
、
枝
も
た
わ
わ
に
な
り
た
る
が
ま
は
り
を
き
び
し
く
囲
ひ
た
り
し
こ
そ
、
少
し
こ

と
さ
め
て
、
こ
の
木
な
か
ら
ま
し
か
ば
、
と
覚
え
し
か
。 

（
兼け
ん

好こ
う

法
師
『
徒つ
れ

然づ
れ

草ぐ
さ

』）

＊
1　

い
ほ
り
あ
り
＝
小
屋
が
あ
っ
た
。

＊
2　

つ
ゆ
お
と
な
ふ
も
の
な
し
＝
ま
っ
た
く
訪お
と
ず

れ
る
人
が
な
い
。

＊
3　

閼
伽
棚
＝
仏
に
供
え
る
水
や
花
な
ど
を
置
く
棚
。

＊
4　

か
く
て
も
あ
ら
れ
け
る
よ
＝
こ
ん
な
ふ
う
に
し
て
で
も
生
活
で
き
る
の
だ
な
あ
。

問
一　
〈
古
典
常
識
〉　　
　

線
①
「
神
無
月
」
と
は
、
旧き

ゅ
う

暦れ
き

の
何
月
の
こ
と
で
す
か
。

 

問
二　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
②
「
さ
す
が
に
住
む
人
の
あ
れ
ば
な
る
べ
し
」
の
現
代
語
訳

と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

こ
れ
で
も
人
が
住
め
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
も
の
だ
。

イ　

こ
れ
で
も
住
ん
で
い
る
人
が
い
る
は
ず
だ
。

ウ　

や
は
り
住
ん
で
い
る
人
が
あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。

エ　

こ
ん
な
ふ
う
で
は
だ
れ
も
住
ん
で
い
な
い
の
だ
ろ
う
。 

3
①

＊
1

＊
2

＊
3

②

＊
4

③

④

問
三　
〈
心
情
〉　　
　

線
③
「
あ
は
れ
に
見
る
ほ
ど
に
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
ど
ん

な
気
持
ち
が
わ
か
り
ま
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。

ア　

心
を
打
た
れ
て
し
み
じ
み
と
し
た
気
持
ち
。

イ　

貧
し
い
暮
ら
し
を
か
わ
い
そ
う
に
思
う
気
持
ち
。

ウ　

み
じ
め
な
暮
ら
し
に
が
っ
か
り
す
る
気
持
ち
。

エ　

の
ど
か
な
山
里
の
暮
ら
し
に
あ
こ
が
れ
る
気
持
ち
。 

問
四　
〈
語
句
〉　　
　

線
③
の
「
あ
は
れ
」
と
反
対
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉
を
、

古
文
中
か
ら
五
字
で
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

問
五　
〈
内
容
理
解
〉　　
　

線
④
「
少
し
こ
と
さ
め
て
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で

す
か
。
そ
の
理
由
を
現
代
語
で
書
き
な
さ
い
。

 

問
六　
〈
内
容
理
解
〉　

筆
者
の
心
情
は
ど
の
よ
う
に
変
化
し
ま
し
た
か
。
最
も
適
切
な
も
の

を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

興
ざ
め/

失
望

イ　

感か
ん

嘆た
ん/

感
激

ウ　

感
嘆/

や
や
興
ざ
め

エ　

感
嘆/

興
奮 

弟
の
頼た

の

み
を
拒
否
す
る
。 

粗
雑
な
扱あ

つ
か

い
を
や
め
る
。 

シ
ョ
ウ
ラ
イ
の
夢
を
語
る
。

健
康
診
断
を
受
け
る
。 

軒
先
で
雨
宿
り
す
る
。 

キ
ン
ニ
ク
の
発
達
し
た
選
手
。

賢
明
な
処
置
を
行
う
。 

彼か
れ

の
し
ぐ
さ
は
滑
稽
だ
。 

勝
利
を
オ
サ
め
る
。

硬
い
鉄
で
で
き
て
い
る
。 

優や
さ

し
い
姉
を
慕
う
。 

寝ね

る
前
に
窓
を
シ
め
る
。

奉
仕
活
動
に
参
加
す
る
。 

雇や
と

っ
た
人
員
に
余
剰
が
出
る
。 

平
和
国
家
を
セ
ン
ゲ
ン
す
る
。

５
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次
の
古
文
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

今
は
む
か
し
、
こ
こ
か
し
こ
の
中ち

ゆ
う

間げ
ん

・
小こ

者も
の

あ
ま
た
一
所
に
集
ま
り
て
、
を
の
れ
を
の
れ

が
主
君
の
あ
し
き
事
ど
も
を
、
た
が
ひ
に
語
り
出い

だ
し
て
そ
し
る
。
そ
の
家
の
小
者
、
わ
が

主
君
の
あ
し
き
事
を
語
り
出
だ
さ
ん
と
思
ひ
て
、「
こ
れ
の
御お

屋や

形か
た

ほ
ど
な
は
ど
こ
に
も
あ
る

ま
い
。
も
は
や
人
で
は
な
い
」。
畜ち

く

生し
や
う

ぢ
や
、
と
い
は
ん
と
し
て
、
う
し
ろ
方か

た

を
見
れ
ば
、
御

屋
形
殿ど

の

う
し
ろ
に
立
ち
て
お
は
し
け
る
を
見
つ
け
て
、「
人
で
は
な
い
。」
と
い
ひ
直
し
て
、 

「
仏
ぢ
や
。」
と
語
り
し
。
ま
こ
と
に
を
か
し
き
事
な
が
ら
、
人
の
後か

げ

言ご
と

を
ば
す
べ
て
い
ふ
ま

じ
き
事
な
り
。
孟ま

う

子し

の
い
は
く
、「
人
の
不
善
を
い
は
ば
、
ま
さ
に
後
の
う
れ
へ
を
い
か
が
す

べ
き
。」
と
い
へ
り
。 

（
浅あ
さ

井い

了り
ょ
う

意い

『
浮う
き

世よ

物
語
』）

＊
1　

中
間
・
小
者
あ
ま
た
＝
身
分
の
あ
ま
り
高
く
な
い
使
用
人
が
大
勢
。

＊
2　

御
屋
形
ほ
ど
な
は
＝
ご
主
人
ほ
ど
の
者
は
。

＊
3　

を
か
し
き
事
な
が
ら
＝
お
も
し
ろ
い
話
だ
が
。

＊
4　

す
べ
て
＝
決
し
て
。

＊
5　

孟
子
＝
中
国
の
思
想
家
。

＊
6　

う
れ
へ
を
い
か
が
す
べ
き
＝
災
難
を
ど
う
に
も
で
き
な
い
。

問
一　
〈
か
な
づ
か
い
〉　　
　

線
①
「
を
の
れ
」
を
現
代
か
な
づ
か
い
に
直
し
て
書
き
な
さ

い
。

 

問
二　
〈
動
作
主
〉　　
　

線
②
「
そ
し
る
」、
④
「
見
つ
け
て
」
の
動
作
主
を
古
文
中
か
ら
そ

れ
ぞ
れ
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

②
　

 

④
　

問
三　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
③
「
こ
れ
の
御
屋
形
ほ
ど
な
は
ど
こ
に
も
あ
る
ま
い
」
に
こ

め
ら
れ
た
気
持
ち
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な

さ
い
。

4

＊
1

①

②

③

＊
2

④

⑤

＊
3

⑥

＊
4

＊
5

＊
6

ア　

こ
の
家
の
主
人
ほ
ど
す
ば
ら
し
い
人
は
ど
こ
に
も
い
な
い
。

イ　

こ
の
家
の
主
人
ほ
ど
ひ
ど
い
人
は
ど
こ
に
も
い
な
い
。

ウ　

こ
の
家
の
主
人
は
ど
こ
に
い
る
の
だ
ろ
う
。

エ　

こ
の
家
の
主
人
の
よ
う
な
人
は
ど
こ
に
で
も
い
る
。 

問
四　
〈
内
容
理
解
〉　　
　

線
⑤
「
ま
こ
と
に
を
か
し
き
事
な
が
ら
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど

ん
な
と
こ
ろ
が
お
も
し
ろ
い
の
で
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、

記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

小
者
が
、
主
人
が
後
ろ
に
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
で
、
主
人
の
悪
口
を
言
い
続

け
た
と
こ
ろ
。

イ　

主
人
が
後
ろ
に
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
小
者
が
、
わ
ざ
と
主
人
に
聞
こ
え
る
よ

う
に
ほ
め
た
と
こ
ろ
。

ウ　

主
人
の
悪
口
を
言
お
う
と
し
て
い
た
小
者
が
、
と
っ
さ
に
ほ
め
言
葉
に
言
い
換か

え

て
と
り
つ
く
ろ
っ
た
と
こ
ろ
。

エ　

小
者
が
主
人
を
ほ
め
よ
う
と
思
っ
て
言
っ
た
言
葉
が
逆
に
主
人
を
怒お

こ

ら
せ
て
し
ま

っ
た
と
こ
ろ
。

 

問
五　
〈
現
代
語
訳
〉　　
　

線
⑥
「
人
の
後
言
を
ば
す
べ
て
い
ふ
ま
じ
き
事
な
り
」
と
あ
り

ま
す
が
、
そ
の
理
由
を
現
代
語
で
書
き
な
さ
い
。

 

問
六　
〈
内
容
理
解
〉　

こ
の
文
章
に
は
ど
ん
な
教
訓
が
書
か
れ
て
い
ま
す
か
。
最
も
適
切
な

も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

人
の
悪
口
は
決
し
て
言
っ
て
は
い
け
な
い
。

イ　

人
に
悪
口
を
言
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と
を
し
て
は
い
け
な
い
。

ウ　

人
に
悪
口
を
言
わ
れ
て
も
気
に
し
て
は
い
け
な
い
。

エ　

人
に
悪
口
を
言
わ
れ
た
と
き
は
素す

直な
お

に
反
省
す
る
べ
き
だ
。

 

５
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21　古文⑴

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

　

田ゐ
な
か舎

よ
り
は
じ
め
て
京
に
上
り
た
る
人
、
三さ

ん

条で
う

あ
た
り
に
宿
を
と
り
、
東ひ

が
し

山や
ま

へ
見
物
に
出

る
と
て
、
下
人
を
よ
び
、「
京
は
家
づ
く
り
同
じ
様や

う

に
て
、
見
知
り
に
く
い
ぞ
。
何
に
て
も
心

じ
る
し
を
し
て
、
よ
く
覚
え
よ
。」
と
言
ひ
つ
く
る
。「
心
得
申
し
た
る
。」
と
う
け
ご
う
て
、

さ
て
方
々
見
物
し
て
帰
り
、「
洗せ

ん

足ぞ
く

と
れ
。」
と
て
先
へ
つ
か
ひ
け
れ
ば
、
案
の
ご
と
く
忘
れ

て
、
こ
こ
か
し
こ
を
尋た

づ

ね
あ
る
く
。
さ
れ
ば
こ
そ
と
思
ひ
、「
し
る
し
は
。」と
問
え
ば
、「
異

な
事
ぢ
や
、
見
え
ぬ
。」
と
言
ふ
。「
何
を
し
る
し
ぞ
。」
と
重
ね
て
問
ふ
。「
い
や
、
た
し
か

に
、
門
柱
に
唾つ

ば
き

に
て
書
き
付
け
を
し
て
お
き
た
る
。」
と
言
ふ
。「
沙さ

汰た

の
か
ぎ
り
。
そ
れ
が

役
に
立
つ
も
の
か
。」
と
て
、
さ
ん
ざ
ん
に
叱し

か

れ
ば
、「
ま
だ
し
る
し
が
あ
る
。」「
何
ぞ
。」

「

」 

（『
き
の
ふ
は
け
ふ
の
物
語
』）

＊
1　

三
条
、
＊
2　

東
山
＝
と
も
に
京
都
の
地
名
。

＊
3　

下
人
＝
召め

し
使
い
。

＊
4　

う
け
ご
う
て
＝
う
け
合
っ
て
。

＊
5　

洗
足
と
る
＝
（
先
に
行
っ
て
）
足
を
洗
う
準
備
を
す
る
。

＊
6　

さ
れ
ば
こ
そ
＝
案
の
定
だ
。

問
一　
　
　

線
①
「
忘
れ
て
」
に
つ
い
て
、
次
の
⑴
・
⑵
に
答
え
な
さ
い
。

⑴　
〈
動
作
主
〉　

だ
れ
が
忘
れ
た
の
で
す
か
。
古
文
中
か
ら
書
き
抜ぬ

き
な
さ
い
。

 

⑵　
〈
内
容
理
解
〉　

ど
ん
な
こ
と
を
忘
れ
た
の
で
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う

ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

足
を
洗
う
準
備
を
す
る
の
を
命
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
。

イ　

自
分
た
ち
の
泊と

ま
っ
て
い
る
宿
に
目
印
を
つ
け
る
こ
と
。

ウ　

自
分
た
ち
の
泊
ま
っ
て
い
る
宿
は
ど
こ
か
と
い
う
こ
と
。

エ　

自
分
が
つ
け
た
目
印
が
ど
う
い
う
目
印
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
。

 

問
二　
〈
内
容
理
解
〉　　
　

線
②
「
沙
汰
の
か
ぎ
り
」
と
は
、
ど
う
い
う
意
味
で
す
か
。
最

5

＊
1

＊
2

＊
3

＊
4

＊
5

①

＊
6

②

③

④

 

も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

期
待
し
て
い
た
通
り
だ
。

イ　

も
っ
て
の
ほ
か
だ
。

ウ　

た
い
し
た
こ
と
で
は
な
い
。

エ　

や
む
を
え
な
い
こ
と
だ
。 

問
三　
〈
指
示
語
〉　　
　

線
③
「
そ
れ
」
の
指
し
て
い
る
内
容
を
現
代
語
で
書
き
な
さ
い
。

 

問
四　
〈
文
脈
〉　　
　

線
④
「
叱
れ
ば
」
と
あ
り
ま
す
が
、
だ
れ
が
だ
れ
を
叱
っ
た
の
で
す

か
。
古
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
書
き
抜
き
な
さ
い
。

 

だ
れ
が

 

だ
れ
を

問
五　
〈
文
脈
〉　

に
あ
て
は
ま
る
下
人
の
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う

ち
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

屋
根
に
鳶と

び

が
と
ま
り
て
い
た
が
、
は
や
こ
れ
も
お
ら
ぬ
よ
。

イ　

大
き
な
る
も
み
の
木
を
小
刀
で
削け

づ

り
た
る
に
、
こ
れ
も
見
え
ぬ
よ
。

ウ　

火
の
見
や
ぐ
ら
の
す
ぐ
近
く
と
覚
え
て
い
た
が
、
は
や
ど
こ
ぢ
や
。

エ　

四
つ
辻つ

じ

の
く
れ
な
ゐ
の
旗
を
心
じ
る
し
に
し
た
る
に
、
は
や
行
き
過
ぎ
た
る
か
。

 
問
六　
〈
主
題
〉　

こ
の
話
の
お
も
し
ろ
さ
は
ど
ん
な
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
。
現
代
語
で
書

き
な
さ
い
。

 

５
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27　作文⑵

あ
と
の
グ
ラ
フ
は
、
平
成
三
十
年
度
の
「
外
交
に
関
す
る
世
論
調
査
」
に
お
い
て
、
日
本

は
国
際
社
会
で
、
主
と
し
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
べ
き
か
に
つ
い
て
聞
い
た
結
果
で

す
。
グ
ラ
フ
を
見
て
、
国
際
化
に
つ
い
て
の
あ
な
た
の
考
え
を
、
次
の
〔
注
意
〕
に
従
っ
て

書
き
な
さ
い
。

〔
注
意
〕

１　

二
段
落
構
成
と
し
、
前
段
で
は
、
グ
ラ
フ
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
書
き
、
後
段
で
は
、
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
の
あ
な
た
の
考
え
や
意
見
を
書
く
こ
と
。

２　

全
体
を
百
字
以
上
、
百
五
十
字
以
内
で
ま
と
め
る
こ
と
。

３　

題
名
や
氏
名
は
書
か
な
い
で
、
本
文
か
ら
書
き
始
め
る
こ
と
。

1
（複数回答）

（％）

人的支援を含んだ、地域情勢の安
定や紛争の平和的解決に向けた取
組を通じた国際平和への貢献

自由、民主主義、基本的人権、法
の支配といった普遍的な価値を広
めるための国際的な努力

日本の伝統文化やファッション・
アニメを含む現代文化などの国際
社会への発信

環境・地球温暖化などの地球規模
の課題解決への貢献

軍縮・不拡散の取組などを通じた
世界の平和と安定への貢献

世界経済の健全な発展への貢献

開発途上国の発展のための協力

世界の科学技術の発展への貢献

難民・避難民に対する人道的な支
援

世界各地の文化遺産の保存協力な
どの国際文化交流面での貢献

（内閣府「平成30年度世論調査『外交に関する世論調査』調査結果の概要」
　より作成）

がいよう

0 10 20 30 40 50 60 70
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35.5

34.0

31.6

22.2

21.9

日本の果たすべき役割

150 100

ねらい

27

作
文
⑵

い
ろ
い
ろ
な
条
件
や
課
題
に
従
っ
て
、
自
分
の
考
え
を
わ
か
り
や
す

く
書
く
。

作
文
▼
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27　作文⑵

【
資
料
１
】【
資
料
２
】
は
、
食
料
の
購こ

う

入に
ゅ
う

先
と
、
ネ
ッ
ト
通つ

う

販は
ん

で
の
購
入
品
目
に
つ
い
て

調
べ
た
結
果
を
示
す
資
料
で
す
。
こ
の
結
果
に
つ
い
て
の
あ
な
た
の
意
見
を
、
次
の〔
注
意
〕

①
〜
④
に
従
っ
て
書
き
な
さ
い
。

〔
注
意
〕

①　

題
名
は
書
か
ず
に
本
文
か
ら
書
き
出
す
こ
と
。

②　

第
一
段
落
に
は
、【
資
料
１
】【
資
料
２
】
の
ど
ち
ら
か
、
あ
る
い
は
両
方
の
内
容
を
取

り
上
げ
て
書
く
こ
と
。
た
だ
し
、
数
値
は
示
さ
な
く
て
も
よ
い
。

③　

第
二
段
落
に
は
、
あ
な
た
の
意
見
と
そ
の
根こ

ん

拠き
ょ

を
明
確
に
書
く
こ
と
。

④　

原げ
ん

稿こ
う

用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
従
い
、
全
体
を
二
百
字
以
上
、
二
百
六
十
字
以
内
に
ま

と
め
る
こ
と
。

2

400

350

300

250

200

150

100

50

0

－50

－100

全国
大都市

一
般
小
売
店

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア

百
貨
店

生
協
・
購
買

デ
ィ
ス
カ
ウ
ン
ト
ス
ト
ア
・

量
販
専
門
店

通
信
販
売

（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
）

通
信
販
売
（
そ
の
他
）

％

【資料１】食料の購入先別の支出額の増減率
（平成16（2004）年と平成26（2014）年の比

ひ

較
かく

）

（ 【資料１】【資料２】ともに，農林水産省
「平成29年度　食料・農業・農村白書」
より作成）

700

600

500

400

300

200

100

0 米 生
鮮
魚
介

生
鮮
肉

加
工
肉

乳
製
品

卵 生
鮮
野
菜

生
鮮
果
物

％

【資料２】ネット通販による品目別支出額の増減率
（平成16（2004）年と平成26（2014）年の比較）
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27　作文⑵

□
① 

 

□
⑥ 

 

□
⑪ 

□
② 

 

□
⑦ 

 

□
⑫ 

□
③ 

 

□
⑧ 

 

□
⑬ 

□
④ 

 

□
⑨ 

 

□
⑭ 

□
⑤ 

 

□
⑩ 

 
□
⑮ 

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q
q

q

漢
字
の
読
み
書
き
27

あ
き
ら
め
ず
に
粘
る
。 

繁は
ん

華か

街が
い

の
地
価
が
高
騰
す
る
。 

木
の
太
い
ミ
キ
。

人
の
魂
を
ゆ
さ
ぶ
る
。 

惜
別
の
情
が
こ
み
あ
げ
る
。 

力
士
が
イ
ン
タ
イ
し
た
。

合
格
の
吉
報
が
届
く
。 

証
人
と
し
て
召
喚
さ
れ
る
。 

ナ
マ
タ
マ
ゴ
を
割
る
。

僅
差
で
勝
利
す
る
。 

世
の
悪
に
憤
慨
す
る
。 

ゼ
ツ
ボ
ウ
か
ら
立
ち
直
る
。

利
子
が
殖
え
る
。 

憩
い
の
時
間
に
く
つ
ろ
ぐ
。 

ブ
ッ
キ
ョ
ウ
を
信し

ん

仰こ
う

す
る
。

260 200
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27　作文⑵

新
入
生
に
移
動
教
室
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
教
室
の
案
内
を
工く

夫ふ
う

す
る
こ
と
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
次
の
二
つ
の
案
が
出
ま
し
た
が
、
あ
な
た
な
ら
ア
、
イ
の

ど
ち
ら
の
案
を
選
び
ま
す
か
。
あ
な
た
の
考
え
を
、
次
の
〔
注
意
〕
に
従
っ
て
書
き
な
さ
い
。

な
お
、
選
ん
だ
案
の
記
号
は
、
必
ず
所
定
の
欄ら

ん

に
書
き
入
れ
る
こ
と
。

ア　

壁か
べ

に
掲け

い

示じ

を
す
る
。　
　
　
　
　
　

イ　

床ゆ
か

に
ル
ー
ト
（
道
筋
）
を
示
す
。

〔
注
意
〕

１　

適て
き

宜ぎ

段
落
を
分
け
て
、
自
分
の
選
ん
だ
案
に
つ
い
て
、
理
由
を
明
確
に
し
て
書
く
こ
と
。

２　

原げ
ん

稿こ
う

用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
従
っ
て
書
く
こ
と
、
た
だ
し
、
題
名
や
自
分
の
氏
名
は

書
か
な
い
こ
と
。

３　

全
体
を
百
五
十
字
以
上
、
百
七
十
字
以
内
に
ま
と
め
る
こ
と
。

選
ん
だ
案
の
記
号　

3

理科室
２階

170 150
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27　作文⑵

美
化
委
員
会
の
丸
本
さ
ん
た
ち
は
、
植
物
の
種
や
苗
の
提
供
を
受
け
ま
し
た
。
ど
の
花か

壇だ
ん

に
何
を
植
え
る
か
に
つ
い
て
、
計
画
を
立
て
て
い
ま
す
。
あ
な
た
な
ら
、
ど
こ
に
何
を
植
え

ま
す
か
。
次
の
資
料
を
参
考
に
し
て
、
あ
と
の
〔
注
意
〕
に
従
っ
て
書
き
な
さ
い
。

〔
注
意
〕

１　

二
段
落
構
成
と
し
、
第
一
段
落
で
は
ど
こ
に
何
を
植
え
る
か
の
計
画
を
書
き
、
第
二
段

落
で
は
、
そ
の
よ
う
に
計
画
し
た
理
由
を
書
く
こ
と
。

２　

全
体
を
百
八
十
字
以
上
、
二
百
字
以
内
で
ま
と
め
る
こ
と
。

３　

題
名
や
氏
名
は
書
か
な
い
で
、
本
文
か
ら
書
き
始
め
る
こ
と
。

4

植物 特
とく

徴
ちょう

インパチェンス 花はミニバラに似た華
はな

やかな見た目で、

次々に花が咲く。色や種類も多い。

乾
かん

燥
そう

に弱く、半日
ひ

陰
かげ

を好む。

アサガオ 生育が盛
さか

んで、緑のカーテン向き。

朝夕の水やりが必要。

花が美しく、長く咲
さ

き続ける。

ミニトマト 強い日照を好み、多
た

湿
しつ

を嫌
きら

う。

支柱を立てる必要がある。

栄養価の高い実が収
しゅう

穫
かく

できる。

正門 

花壇Ｂ 
校
舎 

校
舎 

花
壇
Ａ 

校舎 

花壇Ｃ 

体
育
館 

200 180




