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説
明
的
な
文
章
を
読
も
う
（
読
む
こ
と
②
）

 
 

 
 

 
 

年

組

番 

氏

 

　次
の
文
章
は
、
千
葉
さ
ん
が
最
近
関
心
が
あ
る
「
方
言
と
共
通
語
」
に
つ
い
て
、
調
べ
た
こ
と
を
も
と

 

に
書
い
た
文
章
で
す
。
こ
の
文
章
を
読
ん
で
あ
と
の
問
い
に
答
え
ま
し
ょ
う
。

 
        

「
方
言
」
を
さ
が
し
て
み
よ
う

 
                                       

　
　
　
　
　
　○
○
小
学
校   

千
葉   

花
子

   

昨
今
、
テ
レ
ビ
な
ど
の
影
響
も
あ
っ
て
、
あ
る
地
方
で
だ
け
つ
か
わ
れ
る
言
葉
が
注
目
を
浴
び

さ
つ
こ
ん

え
い
き
よ
う

ま
し
た
。
あ
る
地
方
で
だ
け
つ
か
わ
れ
て
い
る
言
葉
を
「
方
言
」
と
い
い
、
日
本
全
国
ど
こ
で
も
共

 

通
し
て
用
い
ら
れ
る
言
葉
を
「
共
通
語
」
と
い
う
そ
う
で
す
。

 
  

で
は
「
方
言
」
に
は
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
が
あ
る
で
し
ょ
う
か
。

 
  

ア　た
と
え
ば

こ
ん
に
ち
は

の
こ
と
を
調
べ
て
み
る
と

地
方
に
よ
っ
て

ま
い
ど
さ
ん

ご

、「

」

、

、「

」「

き
げ
ん
さ
ん

「
こ
ん
ち
ゅ
ら
ご
わ
し
た

「
だ
ん
だ
ん
ど
ー
も
」
な
ど
と
言
う
こ
と
が
わ
か
り
ま

」

」

 

し
た
。

 
  

イ　言
葉
そ
の
も
の
が
ち
が
う
の
で
は
な
く
、
ア
ク
セ
ン
ト
に
違
い
が
あ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
ア
ク

ち
が

、

。

セ
ン
ト
と
は
言
葉
の
ど
こ
を
高
く
発
音
し

ど
こ
を
低
く
発
音
す
る
か
と
い
う
き
ま
り
の
こ
と
で
す

た
と
え
ば
「
秋
」
と
い
う
言
葉
は
東
京
、
名
古
屋
、
広
島
で
は
「
あ
」
を
高
く
発
音
し
ま
す
が
、
京

 

都
や
四
国
で
は
「
き
」
を
高
く
発
音
す
る
そ
う
で
す
。

 
  

ウ

  

言
葉
や
ア
ク
セ
ン
ト
だ
け
で
な
く
、
文
末
表
現
が
異
な
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。
千
葉
県
の
あ
る
地

方
で
は

「
○
○
で
す

」
の
こ
と
を

「
○
○
だ
っ
ぺ
」
と
い
っ
た
言
い
回
し
を
す
る
こ
と
が
あ
り

、

。

、 

ま
す
が
、
こ
れ
も
方
言
の
一
種
で
す
。

 
  

エ

  

ま
た
、
し
っ
か
り
し
て
ほ
し
い
と
き
に
千
葉
県
や
茨
城
県
の
一
部
の
地
域
で
は
「
し
み
じ
み
し
な

さ
い
」
と
言
う
言
い
回
し
を
し
ま
す
が
「
し
み
じ
み
」
を
国
語
辞
典
で
引
い
て
み
る
と
「
心
に
深
く

通
じ
合
う
も
の
が
あ
る
様
子
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
同
じ
言
葉
で
も
方
言
と
共
通
語
で
は
使
い
方
や

 

意
味
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

 
  

オ　た
と
え
ば
、
ジ
ャ
ン
（
で
は
な
い
か
）
ヤ
ッ
パ
シ
（
や
は
り
）
と
い
っ
た
言
葉
は
、
主
に
若
い
人

 

た
ち
の
間
で
使
わ
れ
る
方
言
で
、
年
配
の
人
の
間
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
よ
う
で
す
。

 

　地
方
独
特
の
言
い
回
し
に
は
温
か
み
や
、
親
し
み
を
感
じ
る
一
方
で
、
他
の
地
方
の
人
に
は
通
じ

 

に
く
い
と
い
う
欠
点
も
あ
り
ま
す
。

　ま
た
、
地
方
色
の
強
か
っ
た
方
言
で
す
が
、
近
年
は
交
通
網
や
情
報
網
の
発
達
に
よ
り
、
そ
の
地

も
う

も
う

方
で
だ
け
使
れ
て
き
た
言
葉
が
広
く
つ
か
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
言
葉
と
い
う
の
は
ま
さ
に

 

時
代
と
と
も
に
生
き
て
変
化
し
て
い
る
と
も
言
え
そ
う
で
す
。

 

　で
は
、
方
言
と
共
通
語
は
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

テ
レ
ビ
の
ニ
ュ
ー
ス
は
日
本
全
国
の
い
ろ
い
ろ
な
人
を
対
象
と
し
て
お
り
、
そ
の
場
合
は
共
通
語
を

 

用
い
る
こ
と
が
適
切
で
し
ょ
う
。
し
か
し
、
同
じ
地
方
の
友
達
と
久
し
ぶ
り
に
あ
っ
た
と
き
に
思

て
き
せ
つ

わ
ず
飛
び
出
す
言
葉
は

　
　Ａ

 

で
し
ょ
う
。

 

　こ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
場
面
や
相
手
を
考
え
て
使
い
分
け
る
こ
と
が
大
事
だ
と
い
え
ま
す
。  

 

み
な
さ
ん
の
地
方
に
は
ど
の
よ
う
な
方
言
が
あ
り
ま
す
か
。
ま
た
、
そ
れ
を
用
い
る
の
は
主
に
ど

の
よ
う
な
年
代
の
人
で
す
か
。
こ
れ
を
機
に
ぜ
ひ
、
身
の
回
り
の
言
葉
に
つ
い
て
調
べ
て
み
ま
せ
ん

か
。

 
 

ま
た
、
同
じ
地
方
で
あ
っ
て
も
、
年
代
に
よ
っ
て
使
わ
れ
る
言
葉
が
異
な
る
場
合
も
あ
る
よ
う

で
す
。
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問
一

  
①
「
方
言
」
と
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
だ
と
説
明
し
て
い
ま
す
か
。
本
文
か
ら
十
四
文
字
で
ぬ
き
出
し
ま

 

　
　し
ょ
う
。

 
 

言
葉

  

②
「
共
通
語
」
と
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
だ
と
説
明
し
て
い
ま
す
か
。
本
文
か
ら
十
七
文
字
で
ぬ
き
出
し

 

　
　ま
し
ょ
う
。

 

言
葉

 

問
二

　「
方
言
」
と
は
、
言
葉
そ
の
も
の
が
ち
が
う
の
で
は
な
く
、
ア
ク
セ
ン
ト
に
ち
が
い
が
あ
る
例
と

 

　
　し
て
何
と
い
う
言
葉
を
あ
げ
て
い
ま
す
か
。
漢
字
一
文
字
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

　

 
 

問
三

 
  

①
「
方
言
」
の
よ
さ
に
つ
い
て
本
文
で
は
、
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
か
。

 

 
  

②
「
方
言｣

の
欠
点
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
か
。

 

 

問
四

　最
後
の

 

で
囲
ん
だ
一
文
は
、
文
章
中
の
ア
～
オ
の
い
ず
れ
か
に
入
り
ま
す
。
最
も
適
切

か
こ

 
    

な
場
所
を
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
ま
し
ょ
う
。

 

 

問
五

　文
章
中
の

　Ａ

　に
は
「
方
言

「
共
通
語
」
の
い
ず
れ
か
が
入
り
ま
す
。
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え

」

 

　
　る
言
葉
を
書
き
ま
し
ょ
う
。  

 

 

問
六  

方
言
と
共
通
語
は
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
る
こ
と
が
必
要
と
述
べ
て
い
ま
す
か
。
九
文
字
で
ぬ
き

 

　
　出
し
ま
し
ょ
う
。

 

使
い
分
け
る
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【
解
答
】
説
明
的
な
文
章
を
読
も
う
（
読
む
こ
と
②
）

 

問
一

  

①
「
方
言
」
と
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
だ
と
説
明
し
て
い
ま
す
か
。
本
文
か
ら
十
四
文
字
で
ぬ
き
出
し
ま

 

　
　し
ょ
う
。

 
 

言
葉

あ

る

地

方

に

だ

け

つ

か

わ

れ

て

い

る

  

②
「
共
通
語
」
と
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
だ
と
説
明
し
て
い
ま
す
か
。
本
文
か
ら
十
七
文
字
で
ぬ
き
出
し

 

　
　ま
し
ょ
う
。

 

言
葉

日

本

全

国

ど

こ

で

も

共

通

し

て

用

い

ら

れ

る

 

問
二

　「
方
言
」
と
は
、
言
葉
そ
の
も
の
が
ち
が
う
の
で
は
な
く
、
ア
ク
セ
ン
ト
に
ち
が
い
が
あ
る
例
と

 

　
　し
て
何
と
い
う
言
葉
を
あ
げ
て
い
ま
す
か
。
漢
字
一
文
字
で
書
き
ま
し
ょ
う
。

秋　

 
 

問
三

 
  

①
「
方
言
」
の
よ
さ
に
つ
い
て
本
文
で
は
、
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
か
。

地
方
独
特
の
言
い
回
し
に
は
温
か
み
や
、
親
し
み
を
感
じ
る

 

 
  

②
「
方
言｣

の
欠
点
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
か
。

他
の
地
方
の
人
に
は
通
じ
に
く
い

 

 

囲

文
章
中
の
ア
～
オ
の
い
ず
れ
か
に
入
り
ま
す
。
最
も
適
切

問
四

　最
後
の

 

で

ん
だ
一
文
は
、

か
こ

 
    

な
場
所
を
ア
～
オ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
ま
し
ょ
う
。

オ

 

 

文
章
中
の

　Ａ

　に
は
「
方
言

「
共
通
語
」
の
い
ず
れ
か
が
入
り
ま
す
。
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え

問
五

　

」

 

　
　る
言
葉
を
書
き
ま
し
ょ
う
。  

方

　言

  

 

問
六  

方
言
と
共
通
語
は
ど
の
よ
う
に
使
い
分
け
る
こ
と
が
必
要
と
述
べ
て
い
ま
す
か
。
九
文
字
で
ぬ
き

 

　
　

。

出
し
ま
し
ょ
う

 

使
い
分
け
る

場

面

や

相

手

を

考

え

て

  


