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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
、
１
月
中
の
博
物
館
の
イ
ベ
ン
ト
が
す
べ
て
中
止
と
な

る
こ
と
が
決
ま
り
、
古
文
書
講
座
も
残
念
な
が
ら
中
止
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
通
常
の

講
座
の
代
わ
り
と
し
て
、
独
自
で
学
習
で
き
る
資
料
を
用
意
し
ま
し
た
の
で
、
ぜ
ひ
古
文
書
・

く
ず
し
字
の
学
習
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。 

 

１
．
曽
我
物
語
（
曽
我
兄
弟
の
仇
討
ち
）
関
連
の
で
き
ご
と 

今
回
は
シ
ン
ボ
ル
展
「
曽
我
物
語
図
屏
風
」
に
ち
な
ん
で
、
曽
我
物
語
に
関
連
す
る
資
料

を
読
ん
で
い
き
ま
す
。
今
年
の
大
河
ド
ラ
マ
「
鎌
倉
殿
の
１
３
人
」
で
も
、
初
回
か
ら
物
語

に
深
く
関
わ
る
人
物
が
た
く
さ
ん
登
場
し
て
い
ま
す
。
シ
ン
ボ
ル
展
は
大
河
ド
ラ
マ
を
楽
し

む
う
え
で
も
参
考
に
な
る
と
思
い
ま
す
。 

ま
ず
、
曽
我
物
語
に
関
連
す
る
で
き
ご
と
を
簡
単
に
年
表
風
に
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

安
元
元
年
（
一
一
七
五
）、
大
河
ド
ラ
マ
は
こ
の
年
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
こ
の
頃
、
後

に
曽
我
兄
弟
の
仇
と
な
る
工
藤
祐
経
（
体
中
を
ボ
リ
ボ
リ
と
掻
い
て
い
た
人
）
は
、
一
族
の
伊

東
祐
親
（「
じ
さ
ま
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
人
）
に
所
領
を
奪
わ
れ
困
窮
し
、
祐
親
を
恨
ん
で
い

ま
し
た
。 

安
元
二
年
（
一
一
七
六
）
十
月
、
工
藤
祐
経
が
従
者
に
伊
東
祐
親
・
河
津
祐
泰
（
祐
重
・
祐
道

と
も
）
父
子
を
襲
撃
さ
せ
、
伊
東
祐
親
は
難
を
逃
れ
ま
し
た
が
、
曽
我
兄
弟
の
父
で
あ
る
河

津
祐
泰
が
殺
さ
れ
ま
す
。
こ
の
時
、
兄
一
万
は
五
歳
、
弟
筥
王
は
三
歳
。
幼
く
し
て
父
を

喪
い
ま
し
た
。
兄
弟
の
生
母
は
こ
の
後
、
相
模
の
曽
我
祐
信
と
再
婚
し
ま
し
た
。 

治
承
四
年
（
一
一
八
〇
）
八
月
、
源
頼
朝
が
北
条
氏
と
と
も
に
伊
豆
で
挙
兵
、
相
模
石
橋
山

で
平
家
方
の
大
庭
景
親
・
伊
東
祐
親
ら
と
戦
う
も
大
敗
し
ま
す
。
し
か
し
勢
力
を
挽
回
し
、

十
月
に
駿
河
富
士
川
で
平
家
軍
を
破
り
ま
し
た
。
伊
東
祐
親
は
富
士
川
合
戦
後
に
頼
朝
方

に
捕
ら
え
ら
れ
自
害
し
た
と
い
い
ま
す
。
一
方
、
工
藤
祐
経
は
頼
朝
の
御
家
人
と
し
て
繁

栄
を
遂
げ
ま
す
。 

元
暦
元
年
（
一
一
八
四
）
六
月
、
物
語
か
ら
は
離
れ
ま
す
が
、
甲
斐
源
氏
一
条
忠
頼
が
源
頼

朝
に
誅
殺
さ
れ
ま
し
た
。
頼
朝
は
酒
宴
を
開
き
、
工
藤
祐
経
に
忠
頼
暗
殺
を
命
じ
ま
し
た

が
、
祐
経
は
実
行
直
前
に
緊
張
で
顔
色
が
変
わ
っ
て
悟
ら
れ
そ
う
に
な
り
、
急
き
ょ
他
の

武
士
が
暗
殺
を
実
行
し
た
と
い
い
ま
す
。
ま
た
こ
の
年
の
十
月
、
曽
我
兄
弟
の
兄
一
万
が
、



養
父
の
も
と
十
三
歳
で
元
服
し
、
曽
我
十
郎
祐
成
を
名
乗
り
ま
し
た
。 

文
治
元
年
（
一
一
八
五
）
三
月
、
壇
之
浦
合
戦
で
平
家
が
滅
亡
。
十
一
月
、
曽
我
兄
弟
の
弟
筥

王
（
十
二
歳
）
が
、
父
母
の
勧
め
に
よ
り
箱
根
権
現
に
入
門
し
、
実
父
の
菩
提
を
弔
っ
て

い
ま
し
た
が
、
同
時
に
父
の
仇
祐
経
へ
の
恨
み
も
募
ら
せ
て
い
き
ま
し
た
。 

建
久
元
年
（
一
一
九
〇
）
九
月
、
十
七
歳
の
筥
王
は
箱
根
の
山
を
抜
け
出
し
曽
我
の
里
に
戻

り
ま
す
。
そ
し
て
兄
祐
成
の
手
引
き
に
よ
り
北
条
時
政
の
も
と
で
元
服
し
、
五
郎
時
致
を

名
乗
り
ま
し
た
。 

建
久
三
年
（
一
一
九
二
）
七
月
、
源
頼
朝
が
征
夷
大
将
軍
に
任
じ
ら
れ
、
鎌
倉
幕
府
が
名
実

と
も
に
成
立
し
ま
し
た
。 

建
久
四
年
（
一
一
九
三
）
五
月
、
源
頼
朝
が
御
家
人
を
率
い
て
富
士
山
麓
で
大
規
模
な
巻
狩

り
を
行
い
ま
し
た
。
な
お
、
こ
の
巻
狩
に
は
甲
斐
源
氏
の
武
田
信
光
・
小
笠
原
長
清
も
参

加
し
て
い
ま
す
。 

そ
の
最
中
の
五
月
二
十
八
日
夜
、
曽
我
兄
弟
が
工
藤
祐
経
の
宿
所
を
襲
撃
し
、
祐
経
を

討
ち
取
っ
て
宿
願
を
果
た
し
ま
し
た
。
こ
の
直
後
、
駆
け
付
け
た
武
士
た
ち
と
の
間
で
戦

闘
と
な
り
、
兄
祐
成
は
新
田
忠
常
に
斬
ら
れ
て
絶
命
し
ま
す
。
弟
時
致
も
捕
ら
え
ら
れ
、

翌
二
十
九
日
に
処
刑
さ
れ
ま
し
た
。
祐
成
二
十
二
歳
、
時
致
二
十
歳
の
こ
と
で
し
た
。 

  

２
．
曽
我
物
語
を
読
む 

曽
我
兄
弟
の
仇
討
ち
は
、
様
々
な
形
で
語
り
継
が
れ
る
こ
と
と
な
り
、
鎌
倉
時
代
の
終
わ

り
ご
ろ
に
は
『
曽
我
物
語
』
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
室
町
時
代
に
は
能
や
幸

若
舞
、
江
戸
時
代
に
は
歌
舞
伎
な
ど
の
演
目
と
な
り
、
さ
ら
に
浮
世
絵
や
絵
本
の
題
材
と
し

て
も
取
り
上
げ
ら
れ
、
多
く
の
人
々
に
親
し
ま
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

 

今
回
の
講
座
で
は
、
江
戸
～
明
治
時
代
に
出
版
さ
れ
た
、『
曽
我
物
語
』
を
も
と
に
し
た
絵

本
類
を
読
む
こ
と
で
、
く
ず
し
字
に
親
し
む
と
と
も
に
、
シ
ン
ボ
ル
展
見
学
の
参
考
と
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

読
む
の
は
「
富
士
野
牧
狩
」（
当
館
蔵
、
歴-

20
05

-
00

3
-
00

49
32

）
と
い
う
絵
本
で
す
。『
曽

我
物
語
』
の
う
ち
、
建
久
四
年
の
富
士
野
の
巻
狩
か
ら
曽
我
兄
弟
の
仇
討
ま
で
の
代
表
的
な

場
面
を
、
絵
と
文
章
で
説
明
し
て
い
ま
す
。
こ
の
本
は
、
絵
が
中
心
で
文
章
は
そ
れ
ほ
ど
長

く
あ
り
ま
せ
ん
。
字
の
く
ず
し
も
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
す
。
虫
損
が
多
め
で
判
読

し
難
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
初
歩
的
な
学
習
に
は
良
い
資
料
で
す
。 

 

ま
ず
は
最
初
の
ペ
ー
ジ
を
あ
げ
て
み
ま
す
。 



 
 

 

 



 
「
富
士
野
牧
狩
」
の
最
初
の
見
開
き
で
す
。
字
は
左
上
の
四
分
の
一
に
満
た
ず
、
ふ
り
が

な
も
付
い
て
い
る
の
で
、
初
め
て
の
方
で
も
取
り
組
み
や
す
い
文
量
だ
と
思
い
ま
す
。
ま
ず

は
、
翻
刻
文
を
左
に
示
し
、
次
ペ
ー
ジ
で
い
く
つ
か
の
く
ず
し
字
の
説
明
を
し
ま
す
。 

                    

「
へ
て
」
は
今
の
平

仮
名
と
同
じ
形
で
す
。

「
へ
」
は
漢
字
の

「
一
」
に
も
見
え
そ
う

で
す
が
、
日
蓮
の
書
状

で
は
こ
の
よ
う
に
書
か

れ
る
こ
。 

に
も
頻
出
す
る
簡
略
化 

 

 

①
源
頼
朝

み
な
も
と
よ
り
と
も

卿
き
や
う 

②
建 け

ん

久 き
う

四
年 ね

ん

五
月 

③
冨
士

ふ

じ

野 の

の
御
狩

ミ

か

り 

④
あ
る
へ
し
と
て 

⑤

東
ひ
が
し

ハ
芦 あ

し

高
山

た
か
や
ま 

⑥
西 に

し

ハ
ふ
じ
川 か

ハ

を 

⑦
限 か

き

り
て
勢
子

セ

こ

を 

 

⑧
林
間

り
ん
か
ん

に 

⑨ 
 

建 た
て

ら
る 

① 
 

② 
 

③ 
 

④ 
 

⑤ 
 

⑥ 
 

⑦ 
   

⑧ 
 

⑨ 



 

①

「
源
頼
朝
卿
」
は
、
初
め
て
の
方
に
は
少
し
難
し
い
く
ず
し
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

わ
か
ら
な
い
字
は
あ
ま
り
時
間
を
か
け
ず
、
先
に
進
ん
で
読
め
そ
う
な
字
に
取
り
組
ん
で

み
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
ふ
り
が
な
の
「
み
」「
よ
」
「
と
」
な
ど
は
、
い
ま
の
平
仮
名
と

ほ
ぼ
同
じ
形
で
す
。 

 

②

「
建
久
」
「
年
」
「
月
」
や
、
③

「
冨
士
野
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
く
ず
さ
れ
て
お

ら
ず
、
わ
か
り
や
す
い
字
で
す
。
年
月
に
入
る

「
四
」
「
五
」
は
、
く
ず
し
字
辞
典

に
も
載
る
よ
う
な
典
型
的
な
く
ず
し
方
で
書
か
れ
て
い
ま
す
の
で
、
ぜ
ひ
憶
え
て
お
く
と

よ
い
で
し
ょ
う
。
ま
た
ふ
り
が
な
も
、
③
最
後
の
「
か
り
」
以
外
は
す
べ
て
現
在
と
同
じ

平
仮
名
・
片
仮
名
の
字
形
で
す
。 

 

④
は
す
べ
て
平
仮
名
で
、
「
あ
る
へ
し
と
」
ま
で
は
す
べ
て
現
在
と
同
じ
字
形
で
す

（
画
が
一
部
省
略
さ
れ
た
も
の
は
あ
り
ま
す
）。
最
後
の

「
て
」
だ
け
が
違
う
字
で

す
。
こ
れ
は
後
ほ
ど
説
明
し
ま
す
。 

 

⑤
少
し
難
し
い
く
ず
し
が
続
き
ま
す
が
、
最
後
の

「
山
」
は
わ
か
り
ま
す
ね
。
ふ
り
が
な

も
「
ひ
」「
あ
」「
や
ま
」
な
ど
は
現
在
と
同
じ
字
形
で
す
。
「
東
」
「
高
」
は
、
よ
く

使
わ
れ
る
く
ず
し
方
で
す
の
で
、
憶
え
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。 

 

⑥
は
漢
字
・
か
な
と
も
す
べ
て
現
在
と
同
じ
字
形
で
す
。
ふ
り
が
な
も
「
か
」
以
外
は
現
在

と
同
じ
字
で
す
。 

 

⑦

「
限
り
て
」
は
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
と
思
い
ま
す
。
「
勢
」
は
難
し
い
か
も
し

れ
ま
せ
ん
が
、
下
に
「
力
」
が
書
い
て
あ
る
と
わ
か
れ
ば
、
ま
ず
は
十
分
で
す
（
こ
の

「
力
」
を
た
よ
り
に
、
く
ず
し
字
辞
典
で
調
べ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
）
。
「
を
」
は
後

ほ
ど
説
明
し
ま
す
が
、
前
の
行
の
「
を
」
と
は
字
形
が
全
然
違
い
ま
す
ね
。 

 

⑧
⑨

「
林
」
「
建
」
は
現
在
と
ほ
ぼ
同
じ
字
形
で
す
ね
。
「
間
」
は
「
つ
る
」
の
よ
う

に
見
え
ま
す
が
、
典
型
的
な
「
間
」
の
く
ず
し
方
で
す
。
ぜ
ひ
憶
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

両
行
の
最
後
に
あ
る
平
仮
名

「
に
」
「
る
」
は
、
今
の
字
と
は
全
然
違
う
形
で
す
。

こ
れ
も
後
ほ
ど
ご
説
明
し
ま
す
。 

 

本
文
の
大
意
は
、
「
源
頼
朝
卿
が
建
久
四
年
五
月
に
富
士
野
で
御
狩
（
巻
狩
）
を
行
わ
れ
、

東
は
芦
高
山
（
愛
鷹
山
）
ま
で
、
西
は
富
士
川
ま
で
の
林
間
に
勢
子
（
狩
り
の
際
に
動
物

を
囲
ん
で
追
い
立
て
る
役
目
の
人
）
を
配
置
し
た
。」
と
な
り
ま
す
。 



 

い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

現
在
も
使
わ
れ
て
い
る
字
に
近
い
形
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
あ
り
、
初
め
て
の
方

で
も
読
め
そ
う
な
字
が
少
な
く
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。 

 

一
方
で
、
現
在
の
字
と
は
異
な
る
形
で
書
か
れ
た
字
も
あ
り
ま
し
た
。
漢
字
に
つ
い
て

は
、
い
わ
ゆ
る
「
く
ず
し
字
」
な
の
で
、
く
ず
し
字
辞
典
な
ど
で
調
べ
な
が
ら
く
ず
し
方
を

憶
え
て
い
き
ま
す
。
仮
名
の
場
合
は
、
く
ず
し
方
を
憶
え
る
の
に
加
え
、
「
変
体
仮
名
」
も

学
ぶ
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 「
変
体
仮
名
」
と
は
、
現
在
通
用
し
て
い
る
仮
名
と
は
異
な
る
形
の
仮
名
で
す
。
例
え
ば

平
仮
名
で
「
あ
」
と
い
え
ば
、
現
在
で
は
漢
字
の
「
安
」
を
も
と
に
し
た
字
だ
け
が
使
わ
れ

ま
す
が
、
昔
は
こ
れ
だ
け
で
な
く
、「
阿
」「
愛
」「
悪
」
な
ど
複
数
の
漢
字
を
も
と
に
し
た

字
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
、
便
宜
的
に
決
め
ら
れ
た
「
あ
＝
安
」
以
外
の
漢
字
を

も
と
に
し
た
仮
名
を
「
変
体
仮
名
」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。 

  

４
ペ
ー
ジ
の
本
文
中
に
は
、
以
下
の
変
体
仮
名
が
あ
り
ま
し
た
。 

 

④
あ
る
べ
し
と

「
て
」
…
こ
れ
は
「
亭
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

⑦
限
り
て
勢
子

「
を
」
…
こ
れ
は
「
越
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

⑧
林
間

「
に
」
…
こ
れ
は
「
耳
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

⑨
建
ら

「
る
」
…
こ
れ
は
「
類
」
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。 

  

こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
く
ず
し
字
辞
典
に
用
例
が
載
っ
て
い
ま
す
の
で
、
辞
典
を
お
持
ち
の

方
は
ぜ
ひ
調
べ
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

  

ま
た
、
⑥
⑦
の
最
後
の
字
は
い
ず
れ
も
「
を
」
で
す
が
、
⑥
は
「
遠
」
を
も
と
に
し
た
現

在
一
般
に
用
い
ら
れ
る
字
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
文
の
中
で
も
、
異
な
る
字
・
異
な

る
く
ず
し
方
で
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

 
 



  

ふ
り
が
な
に
目
を
向
け
る
と
、
③
「
か．
り
」、
⑤
「
ひ
が．
し
」「
た
か
．
．
」、
⑥
「
か．
ハ
」、
⑦

「
か．
き
」、
⑧
「
り．
ん
か．
ん
」
で
、
変
体
仮
名
が
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
「
か
」

は
、
い
ず
れ
も
平
仮
名
の
「
う
」
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は

「
可
」
を
も
と

に
し
た
字
で
、
江
戸
時
代
に
は
「
か
＝
加
」
と
同
じ
か
、
そ
れ
以
上
に
よ
く
用
い
ら
れ
た
字

と
い
っ
て
も
良
い
で
し
ょ
う
。
「
た
」
は

「
多
」、「
り
」
は

「
里
」
の
字
が
、
そ
れ
ぞ

れ
も
と
に
な
っ
た
も
の
で
す
。 

  

ま
た
、
平
仮
名
は
漢
字
を
く
ず
し
た
字
が
用
い
ら
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
漢
字
と

し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
平
仮
名
・
変
体
仮
名
を
憶
え
る
と
、
憶

え
た
字
の
数
だ
け
漢
字
を
憶
え
た
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。 

  

あ
と
は
、
個
人
的
な
学
習
方
法
に
な
り
ま
す
が
、
①
「
源
頼
朝
」
の
「
頼
」
と
、
⑨
「
建

ら
る
」
の
「
る
＝
類
」
を
見
比
べ
て
み
る
と
… 

  

画
像
が
不
鮮
明
な
と
こ
ろ
も
あ

り
ま
す
が
、「
頼
」「
類
」
と
も

に
、
つ
く
り
に
「
頁
」
の
字
が
用

い
ら
れ
て
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
、

同
じ
よ
う
な
く
ず
し
方
で
書
か
れ

て
い
る
の
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け

ま
す
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
２
文
字
に
限
ら
ず
、
他
に
「
頁
」
を
つ
く
り
に
書
く
字
（
順
・
願
・
頭
な
ど
）
も
、

同
じ
よ
う
な
く
ず
し
方
で
書
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
く
ず
し
字
は
、
た
と
え
わ
か
ら
な

く
て
も
、
部
首
な
ど
部
分
的
に
わ
か
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
く
ず
し
字
辞
典
で
調
べ
る
な
ど
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

 

こ
ん
な
感
じ
で
、
わ
か
ら
な
い
字
に
出
く
わ
し
た
時
は
、
他
に
同
じ
形
の
字
は
あ
る
か
、

部
分
的
に
わ
か
る
字
は
あ
る
か
、
と
い
っ
た
視
点
で
調
べ
て
み
る
こ
と
も
良
い
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
た
だ
し
、
こ
の
方
法
が
最
良
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
皆
さ
ん
が
学
び
や
す
い

方
法
を
さ
が
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

…頼 

…類 



      
 

長
く
な
り
ま
し
た
が
、
次
の
ペ
ー
ジ
に
進
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
ペ
ー
ジ
は
、
上
３
分
の
１
く
ら
い
の
ス
ペ
ー
ス

に
本
文
が
あ
り
、
文
字
も
大
き
め
で
す
の
で
、
読
み
や
す
い
と
思
い
ま
す
。 

 



    
 

【
課
題
１
】
右
ペ
ー
ジ
の
③
行
目
以
降
に
書
か
れ
て
い
る
字
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 

 

※
ま
ず
は
本
文
か
ら
。
で
き
る
方
は
ふ
り
が
な
に
も
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

※
わ
か
ら
な
け
れ
ば
無
理
に
時
間
を
か
け
ず
、
飛
ば
し
て
先
を
読
み
進
め
て
く
だ
さ
い
。 

① 
  

② 
   

③ 
  

④ 
 

⑤ 
 

⑥ 
 

⑦ 
 

⑧ 
  

⑨ ⑩ 
 

⑪ 

① 

愛
甲

あ
い
か
う

三
郎 

 

② 

季 す
へ

隆 た
か

ハ 
   

③ 
 

 
 

 
 

 
  

④ 
 

 
 

⑤ 
 

 
 

⑥ 
 

 
 

⑦ 
 

 
 

 
 

⑧ 
 

 
 

 
 

  

⑨ 
 

 
 

 

⑩ 
 

 
 

 
 

 
 

 

⑪ 
 

 
 

 



   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

【
課
題
１ 

解
答
例
】 

 

① 
  

② 
   

③ 
  

④ 
 

⑤ 
 

⑥ 
 

⑦ 
 

⑧ 
  

⑨ ⑩ 
 

⑪ 

① 

愛
甲

あ
い
か
う

三
郎 

 

② 

季 す
へ

隆 た
か

ハ 
  

③ 

幡 ま
ん

寿 し
ゆ

君 き
み

の 
 

 

④ 

弓 ゆ
ミ 

 
 

⑤  
の 
 

⑥ 

師 し 
 

⑦ 

な
り 

 
 

⑧ 

幡 ま
ん

寿 し
ゆ

丸 ま
る 

 

⑨ 
 

生
年

し
や
う
ね
ん 

 

⑩ 
 

十
三
才
に
て 

 
 

⑪ 

大
鹿

お
ゝ
し
か

を 
 



 

い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

 

③
は
い
き
な
り
難
し
い
字
が
出
て
き
た
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
は
⑧
に
も
同
じ
字
が
書
か

れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
か
？ 

⑧
の
方
が
よ
り
読
み
や
す
い
と
思
い
ま
す
が
、

一
文
字
目
は

「
幡
」、
二
文
字
目
は

「
寿
」
と
あ
り
、
こ
の
二
文
字
で
人
名
「
幡
寿

（
万
寿
）」
す
な
わ
ち
源
頼
朝
の
長
男
の
幼
名
で
す
。
③
に
は
そ
の
下
に
「
君
の
」
と
続

き
ま
す
。 

 

⑤
は

「
乃
」
と
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
は
漢
字
と
し
て
読
む
の
で
は
な
く
、
平
仮
名

「
の
」
と
し
て
読
み
ま
す
。
③
の
「
の
」
と
書
き
方
が
異
な
り
ま
す
が
、
③
も
「
乃
」

を
く
ず
し
て
書
い
た
も
の
で
す
。 

 

⑥

「
師
」
は
少
し
難
し
い
く
ず
し
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
よ
く
使
わ
れ
ま
す
の
で
、
こ
の

形
で
憶
え
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
⑦

「
な
り
」
は
今
の
平
仮
名
と
同
じ
字
形
で

す
。 

 

⑧
「
幡
寿
」
の
下
は

「
丸
」
で
す
ね
。
ほ
と
ん
ど
く
ず
さ
ず
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。
⑨
は

「
生
年
」、
初
め
て
の
方
に
は
難
し
か
っ
た
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
ど
ち
ら
も
典
型
的

な
く
ず
し
方
で
書
か
れ
て
お
り
、
よ
く
使
う
文
字
で
す
の
で
、
ぜ
ひ
憶
え
て
お
き
ま
し
ょ

う
。 

 

⑩

「
十
三
」
は
そ
の
ま
ま
読
め
る
と
思
い
ま
す
。
「
才
」
も
少
し
傾
い
て
い
ま
す
が
、

今
の
字
と
変
わ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
下
は
平
仮
名
二
文
字
で

「
に
て
」
と
な
り
ま
す
。 

「
に
」
は

「
丹
」
を
も
と
に
し
た
変
体
仮
名
。「
て
」
は

「
天
」
を
も
と
に
し
た
も

の
、
つ
ま
り
今
の
「
て
」
と
同
じ
字
な
の
で
す
が
、
く
ず
し
方
に
よ
っ
て
違
う
字
に
見
え

て
し
ま
い
ま
す
ね
。 

 ⑪
一
文
字
目
の

「
大
」
は
今
と
変
わ
ら
な
い
書
き
方
で
す
ね
。
次
の
字
は

「
鹿
」、
分

か
り
難
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
左
ペ
ー
ジ
の
挿
絵
か
ら
「
鹿
か
な
？
」
と
推
測
し

て
辞
書
で
調
べ
る
と
い
う
方
法
も
ア
リ
で
す
。
最
後
の
文
字
は

「
を
」、
前
に
説
明
を

し
た
文
字
だ
と
お
気
づ
き
に
な
り
ま
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

 

※
ふ
り
が
な
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
が
今
と
同
じ
字
形
・
前
に
説
明
し
た
変
体
仮
名
が
書

か
れ
て
い
ま
す
。
一
つ
だ
け
、
⑩
「
鹿
」
の
ふ
り
が
な
「
し
か
」
の
「
し
」
が
、

「
志
」
を
も
と
に
し
た
変
体
仮
名
に
な
っ
て
い
ま
す
。 



   
 

続
い
て
、
左
ペ
ー
ジ
の
解
読
に
挑
戦
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 
【
課
題
２
】
左
ペ
ー
ジ
の
⑬
行
目
以
降
に
書
か
れ
て
い
る
字
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 

  

 

 

※
ま
ず
は
本
文
か
ら
。
で
き
る
方
は
ふ
り
が
な
に
も
挑
戦
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

※
わ
か
ら
な
け
れ
ば
無
理
に
時
間
を
か
け
ず
、
飛
ば
し
て
先
を
読
み
進
め
て
く
だ
さ
い
。 

⑫ 
  

⑬ 
 

⑭ 

 

⑮ ⑯ 

 

⑰ 

 

⑱ 
   

⑲ 
 

⑳ 

⑫ 

初
は
し
め

て
射 ゐ

給
ふ 

  

⑬ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ⑭ 

 
 

 
 

 
  

⑮ 
 

 
 

 
 

 

⑯ 
 

 
 

 
 

 

⑰ 
 

 
 

 

 

⑱ 
 

 
 

 
 

 

⑲ 
 

 
  

⑳ 
 

 
 

 
 



  
 

 
【
課
題
２ 

解
答
例
】 

 
  

 

 

⑫ 
  

⑬ 
 

⑭ 

 

⑮ ⑯ 

 

⑰ 

 

⑱ 
   

⑲ 
 

⑳ 

⑫ 

初
は
し
め

て
射 ゐ

給
ふ 

 

⑬ 

頼
朝

よ
り
と
も

御
感

き
よ
か
ん

の 
 

 
 ⑭ 

 
 

あ
ま
り 
 

 
 

⑮ 
鎌
倉

か
ま
く
ら

へ 
 

⑯ 
 

 
お
く
り 

 
 

⑰ 

御 ミ

䑓 だ
い

（
臺
・
台
） 
 

⑱ 

政
子

ま

さ

ご

に 
 

 

⑲ 

告 つ
げ 

 
  

⑳ 

た
ま
ふ 

 



 
い
か
が
で
し
た
で
し
ょ
う
か
？ 

 

⑬

「
頼
朝
」
は
最
初
に
読
ん
だ
文
に
も
出
て
き
ま
し
た
が
、
こ
ち
ら
の
方
が
読
み
や

す
い
形
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。
「
御
」
は
⑰
に
も
ほ
ぼ
同
じ
形
の
字
が
あ
る
こ
と
に

気
づ
き
ま
し
た
か
？

「
感
」
は
少
し
難
し
い
で
す
が
、
今
の
よ
う
に
「
心
」
を
下
に

大
き
く
書
か
ず
、「
口
」
の
下
に
控
え
め
？
に
書
く
「

」
の
形
が
一
般
的
で
し
た
。 

 

⑭

「
あ
ま
り
」
は
全
て
今
と
同
じ
字
形
の
平
仮
名
で
す
。「
ま
」
の
一
部
に
虫
損
が
あ

り
、
文
字
が
途
中
で
切
れ
て
い
ま
す
。 

 

⑮

「
鎌
倉
」
は
、
初
め
て
の
方
は
読
め
な
く
て
も
仕
方
な
い
レ
ベ
ル
の
も
の
で
す
。

た
だ
し
、「
鎌
」
の
か
ね
へ
ん

「

」
の
く
ず
し
は
、
よ
く
使
わ
れ
る
く
ず
し
方
で

す
の
で
、
憶
え
て
お
く
と
よ
い
で
し
ょ
う
。
⑯

「
お
く
り
」
は
全
て
今
と
同
じ
字

形
の
平
仮
名
で
す
。 

 

⑰

「
䑓
」
も
難
し
い
字
で
す
が
、「
台
」
の
旧
字
体
の
ひ
と
つ
で
す
。
ま
だ
読
め
な
く

て
も
仕
方
の
な
い
レ
ベ
ル
の
字
で
す
。
た
だ
、
⑱
の

「
政
子
」
が
読
め
、
頼
朝
の

妻
北
条
政
子
の
こ
と
だ
と
わ
か
り
、
頼
朝
の
よ
う
な
身
分
の
高
い
人
の
妻
の
こ
と
を

「
御
台
所
」
な
ど
と
呼
ぶ
こ
と
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
推
測
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

歴
史
上
の
知
識
が
あ
れ
ば
、
読
め
な
い
く
ず
し
字
が
あ
っ
て
も
、
こ
の
よ
う
に
推
測
す

る
こ
と
が
可
能
と
な
り
ま
す
。
⑱
の
最
後

「
に
」
は
、
前
に
説
明
し
た
字
で
す
ね
。 

 

⑲

「
告
」
は
漢
字
も
読
め
そ
う
で
す
し
、
ふ
り
が
な
も
は
っ
き
り
と
書
い
て
あ
り
ま

す
。
⑳

「
た
ま
ふ
」
の
「
ま
」
は

「
満
」
が
も
と
に
な
っ
た
変
体
仮
名
で
す
。

「
た
・
ふ
」
は
今
と
同
じ
字
形
で
す
ね
。 

 

※
ふ
り
が
な
は
今
と
同
じ
字
形
か
、
前
に
説
明
し
た
変
体
仮
名
で
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

  

【
課
題
１
・
２
】
で
読
ん
だ
本
文
の
大
意
で
す
。 

 

「
御
家
人
の
愛
甲
三
郎
季
隆
は
、
頼
朝
の
子
息
幡
寿
（
頼
家
）
君
の
弓
の
先

生
（
を
務
め
る
ほ
ど
の
弓
の
名
手
）
で
あ
る
。
幡
寿
丸
は
十
三
歳
に
し
て
巻
狩

で
大
鹿
を
初
め
て
射
止
め
た
。
頼
朝
は
大
変
感
心
し
、
こ
の
鹿
を
鎌
倉
に

送
っ
て
、
妻
の
北
条
政
子
に
幡
寿
の
手
柄
を
伝
え
た
。」 

 
 
 

 

※
源
頼
家
は
こ
の
時
十
二
歳
で
し
た
が
、
本
資
料
で
は
十
三
歳
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 



 

今
回
の
説
明
は
以
上
で
す
。 

 

最
後
に
腕
試
し
問
題
を
あ
げ
て
お
き
ま
す
。
お
題
は
、
同
じ
「
富
士
野
牧
狩
」
か
ら
で
す
。 

今
ま
で
読
ん
で
き
た
の
は
、
富
士
野
の
巻
狩
り
の
前
半
の
様
子
で
し
た
の
で
、
い
よ
い
よ
曽

我
兄
弟
が
仇
討
を
実
行
す
る
あ
た
り
の
２
つ
の
場
面
を
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。 

   
 

【
腕
試
し
１
】
次
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 



  

 

 
 

 

【
腕
試
し
１
】
②
行
目
以
降
に
書
か
れ
て
い
る
字
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 

  

① 
  

② 
  

③ 
 

④ 
 

⑤ 

 

⑥ 
 

⑦ 
 

⑧ 
 

⑨ 

 

⑩ 
 

⑪ 
 

⑫ ⑬ 

① 

工
藤

く

ど

う 

 

② 
 

 
 

 
 

 
 

 
  

③ 
 

 
 

 
 

 
 
 

  

④ 
 

 
 

 
 

 
 

 
⑤ 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑥ 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

⑦ 
 

 
 

 
 

 
 

 

⑧ 
 

 
 

 
 

 
 

⑨ 
 

 
 

 
 

 
  

⑩ 
 

 
 

 
 

⑪ 
 

 
 

 
 

 

⑫ 
 

 
 

 
 

 
 

 

⑬ 
 

 
 

 
 

 

  



 

も
う
一
問
、
つ
い
に
曽
我
兄
弟
が
仇
討
の
本
懐
を
遂
げ
る
場
面
か
ら
で
す
。 

 

い
ま
す
。
近
道
は
無
い
の
で
、
少
し
ず
つ
勉
強
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

 

６
行
目
以
降
も
、
今
と
同
じ
平
仮
名
で
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
す
が
、
今

と
は
違
う
字
が
使
わ
れ
て
い
る
も
の
を
ご
説
明
し
ま
す
。 

 ７
行
目
に
二
度
使
わ
れ
て
い
る
「
り
」
は
、
い
ず
れ
も
「
里
」
の
字
を
く
ず
し
た
も
の
で

す
。 

      ８
行
目
以
降
に
頻
繁
に
使
わ
れ
て
い
る
「
に
」
は
、
い
ず
れ
も
「
尓
」
の
字
を
く
ず
し
た
も

の
で
す
。「
り
」
と
と
も
に
江
戸
時
代
の
古
文
書
な
ど
に
も
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。 

 

14
行
目
の
「
そ
」
は
、
今
の
「
そ
」
と
同
じ
く
「
曽
」
の
字
を
崩
し
て
い
ま
す
が
、「
う
」

に
も
見
え
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。
く
ず
し
字
辞
典
に
は
こ
の
く
ず
し
方
も
載
っ
て
い
ま

す
。 

 

ま
た
漢
字
で
は
、
10
行
目
・
13
行
目
の
「
法
華
経
」
、
13
行
目
の
「
御
」
は
、
日
蓮
の

書
状
で
頻
繁
に
出
て
く
る
く
ず
し
方
で
す
の
で
、
こ
の
形
で
お
ぼ
え
て
し
ま
う
と
よ
い
で
し

ょ
う
。「
法
華
経
」
は
、
展
示
中
の
他
の
書
状
に
も
出
て
い
ま
す
の
で
、
探
し
て
み
て
く
だ

さ
い
。 

   
 

【
腕
試
し
２
】
次
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

 

 

  

 

 

 



  

※
振
り
仮
名
は
読
ま
な
く
て
も
構
い
ま
せ
ん
。 

     

で
、
ぜ
ひ
そ
れ
ま
で
に
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

    
 

 

【
腕
試
し
２
】
③
行
目
以
降
に
書
か
れ
て
い
る
字
を
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
。 
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そ
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兄
弟

け
う
だ
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ど
ち
ら
も
虫
損
が
多
く
、
画
質
も
荒
く
て
読
み
づ
ら
い
と
こ
ろ
も
あ
り
ま
す
が
、
今
回
学

ん
だ
く
ず
し
字
も
多
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
前
の
問
題
と
も
見
く
ら
べ
な
が
ら
、
ま
た
話
の

流
れ
な
ど
か
ら
推
測
し
な
が
ら
で
も
構
い
ま
せ
ん
の
で
、
少
し
ず
つ
読
ん
で
み
て
く
だ
さ
い
。 

 

【
腕
試
し
１
・
２
】
の
解
答
例
は
、
後
日
博
物
館
の
Ｈ
Ｐ
・
ツ
イ
ッ
タ
ー
に
掲
載
し
ま
す
の
で
、

答
え
合
わ
せ
を
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

  

最
後
に
、
曽
我
物
語
を
読
む
う
え
で
参
考
と
な
る
図
書
を
ご
紹
介
し
ま
す
。 

 

（
テ
キ
ス
ト
） 

 

日
本
古
典
文
学
大
系
88
『
曾
我
物
語
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
年
） 

 

新
編 

日
本
古
典
文
学
全
集
53
『
曾
我
物
語
』（
小
学
館
、
二
〇
〇
二
年
） 

 

穴
山
孝
道
校
訂
『
曾
我
物
語 

上
・
下
』（
岩
波
文
庫
、
一
九
九
六
年
） 

 

（
一
般
向
け
の
概
説
） 

 

坂
井
孝
一
『
曽
我
物
語
の
史
実
と
虚
構
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
〇
年
） 

 

坂
井
孝
一
『
曽
我
物
語 (

物
語
の
舞
台
を
歩
く)

』
（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
） 

  

※
こ
こ
に
あ
げ
た
図
書
は
、
い
ず
れ
も
現
在
書
店
で
の
取
り
扱
い
が
な
い
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
図
書

館
や
古
書
店
等
で
探
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

参
考
図
書
の
著
者
坂
井
孝
一
氏
は
、
大
河
ド
ラ
マ
の
時
代
考
証
を
務
め
ら
れ
て
お
り
、
鎌
倉
幕
府
に

関
す
る
図
書
も
多
数
出
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、
あ
わ
せ
て
ご
覧
く
だ
さ
い
。 

博
物
館
の
資
料
閲
覧
室
で
も
、
曽
我
物
語
の
関
連
図
書
を
紹
介
し
て
い
ま
す
の
で
、
ご
来
館
の
折
り

に
は
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。
本
講
座
で
読
ん
だ
「
富
士
野
牧
狩
」
も
、
室
内
の
専
用
端
末
で
検

索
・
画
像
の
閲
覧
が
で
き
ま
す
。 

閲
覧
室
の
開
室
時
間
は
午
前
９
時
～
12
時
、
午
後
１
時
～
４
時
で
す
。 

   

今
回
の
講
座
は
以
上
で
す
。 

最
後
ま
で
お
付
き
合
い
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

 


