
平
成
二
十
九
年
度 

岡
山
学
芸
館
高
等
学
校 

選
抜
二
期
入
試 

解
答
解
説
（
国
語
） 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

近
年
「
読
む
」
能
力
と
と
も
に
、「
話
す
・
聞
く
・
書
く
」
能
力
の

育
成
に
力
が
入
れ
ら
れ
て
い
ま
す
。
入
試
に
お
い
て
は
、「
書
く
」
能
力
を
判

定
す
る
記
述
式
の
問
題
と
と
も
に
、
ス
ピ
ー
チ
・
発
表
・
話
し
合
い
な
ど
、

「
話
す
・
聞
く
」
能
力
を
判
定
す
る
会
話
形
式
の
問
題
も
頻
繁
に
出
題
さ
れ

て
い
ま
す
。
会
話
形
式
の
問
題
で
は
、
発
言
者
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
の
主
旨
や

キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
言
葉
を
的
確
に
つ
か
み
、
発
言
の
内
容
を
正
確
に
読
み

取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
普
段
か
ら
人
の
発
言
な
ど
を
注
意
深
く
聞
き
、
す

ぐ
に
頭
の
中
で
ポ
イ
ン
ト
を
ま
と
め
る
訓
練
を
す
る
よ
う
に
努
め
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

例 

お
お
よ
そ
の
〔
だ
い
た
い
の
・
お
お
ま
か
な
〕 

② 

ウ 

③ 

ご
覧
に
な
っ
て
〔
見
ら
れ
て
〕 

④ 

例 

施
設
に
確
認
を
と
り
、
断
ら
れ
る
（
13
字
） 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
意
味
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
概
要
」
は
「
全
体
の
あ
ら
ま
し
」
を
意
味
し
ま
す
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
発
言
の
内
容
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

【
場
面
２
】
の
田た

中な
か

さ
ん
の
発
言
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
ウ
は
「
Ｃ
さ
ん

は
ど
う
で
す
か
」
な
ど
と
他
の
人
の
発
言
を
促
し
て
、
自
分
が
同
意
す
る

意
見
に
つ
い
て
は
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
行
う
日
が
間
近
に
迫
っ
て
い

る
の
で
、
…
…
」
と
理
由
も
述
べ
て
い
る
の
で
正
解
で
す
。
ア
は
自
分
の

発
言
は
控
え
て
い
な
い
の
で
誤
り
、
イ
は
反
対
意
見
の
理
由
は
念
入
り
に

聞
い
て
い
な
い
の
で
誤
り
、
エ
は
自
分
の
経
験
し
た
こ
と
を
述
べ
た
の
は

田
中
さ
ん
で
は
な
く
Ｂ
さ
ん
で
、
Ｂ
さ
ん
の
Ｄ
さ
ん
の
意
見
に
対
す
る
反

対
意
見
に
つ
い
て
は
そ
の
理
由
を
聞
い
て
い
な
い
の
で
誤
り
で
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
敬
語
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
見
る
」
を
尊
敬
語
に
す
る
と
、
「
ご
覧
に
な
る
」
に
な
り
ま
す
。
こ
こ

で
は
、
文
脈
に
合
わ
せ
て
「
ご
覧
に
な
っ
て
」
と
書
き
改
め
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
発
言
の
内
容
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

田
中
さ
ん
は
、
Ｂ
さ
ん
の
「
私
は
、
と
り
あ
え
ず
施
設
に
連
絡
し
て
み

る
べ
き
だ
と
思
う
け
れ
ど
…
…
。」
と
い
う
発
言
に
対
し
て
、
特
に
返
事
を

す
る
こ
と
な
く
話
し
合
い
を
終
え
て
し
ま
い
ま
し
た
。
先
生
か
ら
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
指
摘
さ
れ
た
の
で
、
Ｂ
さ
ん
の
発
言
に
配
慮
し
て
、
ま
ず
「
施

設
に
確
認
を
と
り
、
断
ら
れ
る
」
よ
う
だ
っ
た
ら
、
公
園
を
清
掃
す
る
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
に
決
定
す
る
と
い
う
提
案
を
す
る
べ
き
だ
っ
た
と
反
省

し
て
い
る
の
で
す
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

文
学
的
文
章
（
小
説
）
の
読
解
で
す
。
小
説
は
、
主
人
公
の
も
の

の
考
え
方
や
感
性
、
そ
の
生
き
方
な
ど
を
通
し
て
、
人
間
と
は
何
か
、
生
き

る
こ
と
の
意
味
は
何
か
な
ど
、
人
間
に
と
っ
て
重
要
な
テ
ー
マ
を
読
者
に
訴

え
か
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
こ
で
は
三み

田た

誠ま
さ

広ひ
ろ

の
『
永
遠
の
放
課
後
』

を
題
材
に
、
主
人
公
た
ち
の
行
動
や
、
心
の
動
き
を
読
み
取
り
ま
す
。
小
説

を
読
む
と
き
に
は
、
で
き
る
だ
け
登
場
人
物
の
立
場
に
立
っ
て
、
そ
の
境
遇

や
心
情
に
寄
り
添
い
な
が
ら
読
む
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓐ 

や
っ
か
い 

 

ⓑ 

い
と 
 

ⓓ 

く
っ
た
く 

② 

結
局
、
杉
田 

③ 

Ａ 

孤
立 

 
 

Ｂ 

他
人
を
拒
否
し
て
い
る 

④ 

例 

自
分
に
は
興
味
の
な
い
く
だ
ら
な
い
会
話
を
す
る
ク
ラ
ス
の
や

つ
ら
の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
、
く
だ
ら
な
い
冗
談
を
言
う
こ
と
。
（
48
字
） 

⑤ 

エ 

⑥ 

イ 

  

【
解 

説
】 

① 

ⓓ
「
屈
託
」
は
「
何
か
を
気
に
し
て
、
く
よ
く
よ
す
る
」
と
い
う
意
味

の
言
葉
で
す
。
「
屈
託
の
な
い
」
と
い
う
形
で
使
う
こ
と
が
多
い
で
す
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
人
物
の
行
動
の
理
由
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

杉す
ぎ

田た

の
家
は
開
業
医
な
の
で
、
医
学
部
に
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
、

自
分
の
未
来
が
決
め
ら
れ
て
い
て
、
自
由
に
生
き
ら
れ
な
い
の
だ
と
い
う

悩
み
を
「
ぼ
く
」
に
話
し
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
悩
み
を
話
し
て
く
れ
る

の
は
、
杉
田
が
「
一
本
気
な
性
格
だ
が
、
細
か
い
心
づ
か
い
も
あ
わ
せ
も

っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
り
、「
結
局
、
杉
田
は
、
自
分
に
も
悩
み
が
あ
る
こ

と
を
語
っ
て
、
ぼ
く
を
励
ま
し
て
く
れ
た
の
だ
ろ
う
。」
と
「
ぼ
く
」
は
考

え
て
い
ま
す
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
人
物
の
行
動
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
ぼ
く
」
に
つ
い
て
杉
田
は
、「
ク
ラ
ス
の
中
で
は
孤
立
し
て
い
る
」「
お

ま
え
は
他
人
を
拒
否
し
て
い
る
。
人
が
自
分
の
心
の
中
に
踏
み
込
ん
で
く

る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
ん
だ
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
い
っ
ぽ
う
杉
田
は
、

「
い
つ
も
仲
間
に
囲
ま
れ
て
」
い
ま
す
。
し
か
し
、
そ
ん
な
杉
田
自
身
も
、

実
は
「
ぼ
く
」
と
同
じ
な
の
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
自
分
も
「
他

人
を
拒
否
し
て
い
る
」「
人
が
自
分
の
心
の
中
に
踏
み
込
ん
で
く
る
こ
と
を

恐
れ
て
い
る
」
の
だ
と
い
う
点
で
同
じ
だ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
わ
か
り

ま
す
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
、
空
欄
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
答
え
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
人
物
の
行
動
を
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
と
り
つ
く
ろ
う
」
と
は
、
「
そ
の
場
を
な
ん
と
か
ご
ま
か
す
」
と
い
う

意
味
で
す
。「
い
つ
も
仲
間
に
囲
ま
れ
て
い
る
」
杉
田
は
、
「
ぼ
く
」
と
同

じ
で
「
他
人
を
拒
否
し
て
い
る
」「
人
が
自
分
の
心
の
中
に
踏
み
込
ん
で
く

る
こ
と
を
恐
れ
て
い
る
」
の
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。「
仲
間
」
の
会
話
は
「
く

だ
ら
な
い
も
の
ば
か
り
」
で
、「
お
れ
は
そ
ん
な
も
の
に
興
味
は
な
い
」
け

れ
ど
、
杉
田
は
「
ク
ラ
ス
の
や
つ
ら
の
レ
ベ
ル
に
合
わ
せ
て
、
く
だ
ら
な

い
冗
談
を
言
っ
て
」「
明
る
く
ふ
る
ま
っ
て
い
る
」
の
で
す
。
だ
か
ら
、
自

分
は
仲
間
に
囲
ま
れ
て
い
る
だ
け
な
ん
だ
と
、
杉
田
は
言
っ
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
杉
田
は
「
相
手
に
合
わ
せ
て
会
話
を
と
り
つ
く
ろ
」
っ
て
い
る

の
で
す
。 

⑤ 

ポ
イ
ン
ト
《
語
句
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

エ
は
「
思
っ
て
い
る
こ
と
を
隠
さ
ず
言
う
」
と
い
う
意
味
で
す
。
ア
は

「
大
勢
の
人
が
い
る
中
で
、
最
初
に
話
し
始
め
る
」
、
イ
は
「
決
心
す
る
」、

ウ
は
「
大
勢
の
人
が
同
じ
こ
と
を
言
う
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
か
ら
、

最
適
な
の
は
エ
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

⑥ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

杉
田
は
、
「
ぼ
く
」
と
の
二
人
だ
け
の
時
間
を
大
切
に
し
て
い
ま
し
た
。

紗さ

英え

と
三
人
で
の
ギ
タ
ー
の
練
習
を
し
て
い
て
も
、
す
ぐ
に
練
習
を
終
わ

ら
せ
て
、
二
人
の
時
間
を
持
と
う
と
し
ま
し
た
。
ま
た
、
杉
田
は
「
落
ち

込
み
そ
う
に
な
る
ぼ
く
を
励
ま
し
て
」
く
れ
る
な
ど
、
い
つ
も
、「
ぼ
く
」

を
親
友
と
し
て
扱
っ
て
く
れ
ま
し
た
。
そ
ん
な
親
友
が
い
る
と
い
う
こ
と

が
、「
ぼ
く
」
の
心
の
支
え
に
な
っ
て
い
た
の
で
す
。 

  

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

説
明
的
文
章
の
読
解
で
す
。
論
説
文
は
、
あ
る
テ
ー
マ
に
関
す
る

研
究
内
容
や
デ
ー
タ
な
ど
に
つ
い
て
、
筆
者
が
考
え
を
述
べ
た
文
章
で
す
。

こ
こ
で
は
、
村む

ら

上か
み

陽よ
う

一い
ち

郎ろ
う

の
『
文
化
と
し
て
の
科
学
／
技
術
』
を
題
材
に
、

私
た
ち
は
科
学
技
術
と
ど
う
向
き
合
う
べ
き
か
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
論
説

文
を
読
む
と
き
に
は
、
そ
の
文
章
が
何
に
つ
い
て
書
か
れ
て
い
る
か
を
理
解

し
、
そ
こ
か
ら
筆
者
が
ど
う
い
う
結
論
や
考
え
方
を
導
き
出
し
て
い
る
か
を

読
み
取
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

ⓒ 

参
画 

 

ⓓ 

異
（
な
る
） 

 

ⓕ 

推
測 

② 

利
便
性
、
快
適
性
、
効
率
の
良
さ
な
ど 

③ 

ウ 

④ 

文
法
的
説
明 

ア 

同
じ
意
味
・
用
法
の
文 

キ 

⑤ 

Ａ 

技
術
と
向
き 

 
 

Ｂ 

ひ
た
す
ら
技 

⑥ 

例 

現
代
人
の
生
活
空
間
そ
の
も
の
に
な
り
、
「
見
え
な
い
」
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
科
学
や
技
術
を
、
生
活
者
一
人
一
人
が
見
よ
う
と
す
る

意
識
を
持
ち
、
ま
た
自
分
の
専
門
分
野
以
外
に
も
関
心
を
も
つ
こ
と
で
、

1

２ 

3 

選
抜
二
期
・
国
語 

 

2

２ 



「
見
る
」
た
め
の
「
眼
力
」
を
育
て
る
こ
と
。
（
99
字
） 

 
【
解 

説
】 

① 
ⓒ
「
参
画
」
と
は
、「
計
画
な
ど
に
加
わ
る
こ
と
」
を
意
味
し
ま
す
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ⓐ
の
直
前
に
「
過
去
と
の
比
較
と
い
う
点
で
」
と
あ
る
こ
と
と
、
設
問

文
か
ら
、
現
在
と
過
去
を
比
較
す
る
視
点
が
、
本
文
中
に
二
つ
述
べ
ら
れ

て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
第
二
段
落
で
は
、
現
在
と
過

去
を
「
利
便
性
、
快
適
性
、
効
率
の
良
さ
な
ど
を
過
去
の
生
活
空
間
と
比

較
」
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
が
、
一
つ
目
の
視
点
で
す
。
し
か
し
、

こ
の
視
点
は
筆
者
が
生
き
て
き
た
間
で
さ
え
「
ほ
と
ん
ど
比
較
を
絶
す
る
」

も
の
で
あ
り
、
比
較
す
る
こ
と
を
止
め
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
一
つ
目
の

視
点
と
は
別
の
視
点
を
取
り
上
げ
、
論
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
お
さ
え
ま
し
ょ
う
。
ⓐ
の
直
後
で
は
「
過
去
に
お
け
る
技

術
」
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
れ
に
対
し
て
「
今
日
の
生
活
空
間
の
な

か
で
の
技
術
」
は
ど
う
で
あ
る
か
を
取
り
上
げ
、
私
た
ち
は
技
術
と
ど
う

向
き
合
っ
て
い
け
ば
よ
い
か
に
つ
い
て
の
筆
者
の
考
え
を
述
べ
る
、
と
い

う
文
章
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
捉
え
ま
し
ょ
う
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

第
三
段
落
以
降
で
は
、
過
去
と
現
在
の
技
術
の
あ
り
方
を
比
較
し
て
い

る
と
い
う
文
章
構
成
を
押
さ
え
ま
す
。
ⓑ
は
過
去
の
技
術
の
あ
り
方
の
こ

と
で
す
か
ら
、
現
在
の
技
術
は
ど
の
よ
う
で
あ
る
か
を
押
さ
え
、
そ
れ
と

比
較
で
き
る
内
容
を
選
択
肢
の
中
か
ら
選
び
ま
し
ょ
う
。
現
代
の
技
術
の

あ
り
方
が
書
か
れ
て
い
る
第
四
段
落
以
降
で
、「
技
術
は
見
え
な
く
な
っ
て

い
る
」
、
科
学
や
技
術
は
「
『
見
え
な
い
』
ほ
ど
に
す
っ
か
り
空
間
の
要
素

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
の
を
押
さ
え
、
こ
れ
と
比
較
で

き
る
内
容
を
考
え
る
と
、
ウ
が
最
適
だ
と
わ
か
り
ま
す
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
「
な
い
」
の
識
別
が
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ⓔ
の
「
交
換
す
る
ほ
か
は
な
い
」
と
、
キ
の
「
休
む
時
間
が
な
い
」
は
、

形
容
詞
で
す
。
オ
は
補
助
形
容
詞
、
カ
は
助
動
詞
、
ク
は
形
容
詞
の
一
部

で
す
。 

⑤ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

ⓖ
に
「
車
に
似
た
状
態
」
と
あ
る
の
で
、
ま
ず
、
車
は
ど
の
よ
う
な
状

態
に
あ
る
の
か
を
押
さ
え
ま
す
。
す
る
と
第
五
段
落
で
、「
現
代
の
車
の
修

理
」
は
「『
見
え
る
』
故
障
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
」
と
書

か
れ
て
い
る
の
が
見
つ
か
り
ま
す
。
車
の
故
障
は
「
見
え
な
い
」
も
の
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
こ
こ
か
ら
、
ⓖ
は
「
わ
れ
わ
れ
の
生
活
空
間

そ
の
も
の
」
も
「
見
え
な
い
」
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
、
と
い
う

こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
と
わ
か
り
ま
す
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
文
章
を
読

み
進
め
る
と
、
第
六
段
落
に
、「
い
つ
、
誰
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
つ
く
っ

た
の
か
」
が
生
活
者
の
目
に
は
触
れ
る
こ
と
な
く
、
私
た
ち
は
技
術
が
も

た
ら
す
便
利
さ
を
享
受
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
の

が
見
つ
か
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
い
つ
の
間
に
か
誰
か
が
し
て
く
れ
て
い
る

と
い
う
形
で
し
か
、「
技
術
と
向
き
合
え
な
い
状
態
」
に
お
か
れ
、
自
分
た

ち
が
技
術
に
よ
っ
て
も
た
ら
す
便
利
さ
に
何
を
求
め
て
い
る
の
か
を
考
え

る
こ
と
も
な
い
ま
ま
、「
ひ
た
す
ら
技
術
の
所
産
を
受
け
入
れ
、
そ
れ
に
よ

っ
て
、
変
わ
っ
て
い
く
」
と
い
う
状
況
に
あ
る
の
だ
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

⑥ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
理
解
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

第
九
段
落
で
、
科
学
や
技
術
は
「
『
見
え
な
い
』
ほ
ど
に
す
っ
か
り
空
間

の
要
素
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
」
が
、
私
た
ち
は
「
こ
の
空
間
の
在
り
方
」

「
未
来
の
在
り
方
」
に
責
任
を
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
を
踏
ま
え
、
科
学
や
技
術
を
「
わ
れ
わ
れ
の
意
志
で
管

理
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
が
ⓗ
で
す
。
直
後

に
「
そ
の
た
め
に
は
、
生
活
者
一
人
一
人
が
、
ま
ず
『
目
』
を
逸そ

ら
さ
ず

に
『
見
よ
う
』
と
す
る
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
」
、
見
る
た
め

の
「
眼
力
が
必
要
」
だ
と
書
か
れ
て
い
る
の
を
押
さ
え
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、

眼
力
を
育
て
る
に
は
、
例
え
ば
非
理
工
系
の
人
が
理
工
系
に
そ
っ
ぽ
を
向

か
な
い
よ
う
に
す
る
、
理
工
系
の
人
が
社
会
に
も
関
心
を
持
つ
と
い
っ
た
、

自
分
の
専
門
分
野
以
外
の
こ
と
に
も
関
心
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
押
さ
え
て
、
指
定
の

字
数
に
合
わ
せ
て
ま
と
め
ま
し
ょ
う
。 

   

【
出
題
の
意
図
と
対
策
】 

古
文
と
そ
の
解
説
文
の
読
解
問
題
で
す
。
古
典
文
学
は
、
日
本
人

の
感
性
や
独
特
の
文
化
を
創
り
上
げ
る

礎
い
し
ず
え

と
な
っ
た
貴
重
な
も
の
で
す
。

こ
こ
で
は
、『
徒
然
草

つ
れ
づ
れ
ぐ
さ

』
に
つ
い
て
、
森も

り

本も
と

哲て
つ

郎ろ
う

が
解
説
を
書
い
た
も
の
が
題

材
に
な
っ
て
い
ま
す
。
古
文
は
、
か
な
づ
か
い
や
表
現
法
が
現
代
文
と
違
い
、

難
解
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
作
品
を
通
し
て
、
い
に

し
え
の
人
た
ち
の
心
に
触
れ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

【
解 

答
】 

① 

日
本
独
特
の 

② 

お
な
じ
よ
う
に
も 

③ 

エ 

④ 

Ａ 

例 

自
分
自
身
が
繰
り
か
え
し
読
む
（
12
字
） 

 
 

Ｂ 

読
書
の
歴
史 

 

【
現
代
語
訳
】 

 

「
薄
い
織
物
で
張
っ
た
、
巻
物
や
書
物
の
表
紙
は
、
す
ぐ
に
す
り
切
れ
て
し

ま
う
の
で
困
る
」
と
あ
る
人
が
言
っ
た
と
こ
ろ
、
頓と

ん

阿あ

が
、「
薄
物
の
表
紙
は

上
下
が
ほ
つ
れ
、
螺ら

鈿で
ん

の
軸
は
貝
が
落
ち
た
後
こ
そ
す
ば
ら
し
い
の
で
あ
る
」

と
申
し
ま
し
た
の
こ
そ
、
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
た
こ
と
だ
。
何
冊
か
で
ひ
と

ま
と
ま
り
と
な
る
書
物
な
ど
が
、（
見
た
目
が
）
同
じ
よ
う
で
は
な
い
の
を
見

に
く
い
と
言
う
が
、
弘こ

う

融ゆ
う

僧そ
う

都ず

が
、「
物
を
必
ず
一ひ

と

揃そ
ろ

い
に
と
と
の
え
よ
う
と

す
る
の
は
、
つ
ま
ら
な
い
者
が
す
る
こ
と
だ
。
不
揃
い
で
あ
る
の
こ
そ
よ
い

の
だ
」
と
言
っ
た
の
も
、
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
。 

 

「
お
し
な
べ
て
何
で
も
み
な
、
完
全
に
と
と
の
っ
て
い
る
の
は
よ
く
な
い
こ

と
だ
。
し
残
し
て
あ
る
の
を
、
そ
う
し
て
放
っ
て
お
い
た
の
は
、
面
白
く
、

寿
命
が
延
び
る
と
思
わ
れ
る
や
り
方
で
あ
る
。
内だ

い

裏り

を
お
造
り
に
な
る
の
も
、

必
ず
造
り
終
え
な
い
と
こ
ろ
を
残
す
も
の
で
あ
る
」
と
、
あ
る
人
が
申
し
ま

し
た
こ
と
だ
。
先
賢
の
書
い
た
仏
典
と
、
仏
典
以
外
の
書
物
に
も
、
章
段
の

欠
け
て
い
る
こ
と
こ
そ
あ
る
も
の
で
す
。 

 

【
解 

説
】 

① 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

解
説
文
の
第
一
段
落
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。「
兼け

ん

好こ
う

は
頓
阿
の
こ
の
言
葉

に
い
た
く
感
心
し
」「
私
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
の
見
方
に
大
い
に
共
感

す
る
」
と
あ
る
の
が
見
つ
か
り
ま
す
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
第
一
段
落
を
読

み
進
め
る
と
、
頓
阿
の
こ
の
よ
う
な
見
方
こ
そ
「
日
本
独
特
の
不
完
全

、
、
、
の

美
学
」
で
あ
り
、
筆
者
自
身
も
日
本
人
だ
か
ら
こ
そ
、
頓
阿
の
見
方
に
共

感
で
き
る
の
だ
ろ
う
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

② 

ポ
イ
ン
ト
《
か
な
づ
か
い
の
知
識
が
あ
る
か
ど
う
か
》 

 
 

歴
史
的
か
な
づ
か
い
の
「
ア
段
の
音
＋
う
（
ふ
）」
は
「
オ
段
の
音
＋
う
」

に
直
し
ま
し
ょ
う
。 

③ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

「
い
み
じ
く
覚
え
し
な
り
」
は
、「
す
ば
ら
し
い
と
思
っ
た
こ
と
で
あ
る
」

と
い
う
意
味
で
す
。
古
文
中
で
兼
好
が
「
い
み
じ
く
覚
え
し
な
り
」
と
言

っ
て
い
る
の
は
、「
物
を
必
ず
一
具
に
と
と
の
へ
ん
と
す
る
は
、
つ
た
な
き

も
の
の
す
る
事
な
り
。
不
具
な
る
こ
そ
よ
け
れ
」
と
い
う
弘
融
僧
都
の
言

葉
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
言
葉
を
正
し
く
訳
せ
て
い
る
エ
を
選
び
ま

し
ょ
う
。 

④ 

ポ
イ
ン
ト
《
文
章
の
内
容
を
正
し
く
理
解
で
き
る
か
ど
う
か
》 

 
 

解
説
文
の
第
四
段
落
、
第
五
段
落
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
筆
者
は
、「
書

物
の
真
の
美
し
さ
と
は
、
そ
の
本
が
ど
れ
だ
け
読
ま
れ
た
か
、
と
い
う
読

書
の
歴
史
が
つ
く
り
あ
げ
る
も
の
」「
書
物
の
美
と
は
、
繰
り
か
え
し
読
む

こ
と
に
よ
っ
て
書
物
に
に
じ
ん
で
く
る
美
し
さ
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
た
だ
読
む
だ
け
で
は
な
く
、「
そ
の
歴
史
は
、
あ
く
ま
で
自
分

が
つ
く
り
あ
げ
た
歴
史
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
繰
り
か
え
し
読
む
」「
自
分
が
つ
く
り
あ
げ
る
」
「
読
書
の
歴
史
に
よ
っ

て
、
書
物
の
真
の
美
し
さ
が
つ
く
ら
れ
る
」
と
い
う
点
を
押
さ
え
て
ま
と

め
ま
し
ょ
う
。 
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