
                            

        

は
じ
め
に 

奈
良
と
言
え
ば
古
代
の
イ
メ
ー

ジ
が
強
い
が
、
今
回
は
中
世
か
ら

近
世
に
栄
え
た
「
今
井
町
」
を
中

心
に
橿
原
考
古
学
研
究
所
付
属
博

物
館
及
び
天
皇
陵
２
か
所
を
め
ぐ

る
歴
史
ハ
イ
キ
ン
グ
を
行
な
い
ま

し
た
。 

我
々
は
近
鉄
畝
傍
御
陵
前
駅
に

集
合
。
参
加
者
は
２
７
名
で
す
。

今
回
は
早
雲
ス
タ
ッ
フ
の
Ｉ
さ
ん
、

Ｔ
さ
ん
の
担
当
で
す
。
恒
例
の
井

内
講
座
か
ら
ス
タ
ー
ト
。 

「
今
井
町
」
で
は
３
班
に
分
か

れ
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん

に
案
内
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ま
た
、
天
皇
陵
で
は
当
グ
ル
ー
プ

の
Ｍ
さ
ん
か
ら
天
皇
陵
に
つ
い
て

楽
し
い
解
説
を
し
て
い
た
だ
き
ま

し
た
。 

       

 

散
策
コ
ー
ス 

近
鉄
畝
傍
御
陵
前
駅
～
橿
原

考
古
学
研
究
所
付
属
博
物
館

～
神
武
天
皇
陵
～
綏
靖
天
皇

陵
～
蘇
武
乃
井
～
（
今
井
町

散
策
）
～
蘇
武
乃
井
～
入
鹿

神
社
～
大
和
八
木
駅 

散
策
ガ
イ
ド 

※
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
の
引
用 

 
橿
原
考
古
学
研
究
所
付
属 

博
物
館 

橿
原
考
古
学
研
究
所
が
、
１

９
３
８
年
以
来
行
っ
て
き
た
発

掘
調
査
で
出
土
し
た
実
物
資
料

を
中
心
に
、
時
代
別
に
よ
る
当

博
物
館
の
常
設
展
示
で
す
。 

「
目
で
見
る
日
本
の
歴
史
」
に

な
っ
て
い
ま
す
。 

 

（
写
真
）
博
物
館
内 

 

神
武
天
皇
陵 

神
武
（
じ
ん
む
）
天
皇
陵
は

畝
傍
山
の
北
東
の
ふ
も
と
に
位

置
し
、
正
式
に
は
「
畝
傍
山
東

北
陵
（
う
ね
び
や
ま
の
う
し
と

ら
の
す
み
の
み
さ
さ
ぎ
）」と
い

い
ま
す
。 

「
日
本
書
紀
」
と
「
古
事
記
」

が
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、

初
代
天
皇
と
さ
れ
る
神
武
天
皇

は
、
日
向
地
方
（
現
在
の
宮
崎
）

か
ら
瀬
戸
内
海
を
東
に
進
ん
で

難
波
（
現
在
の
大
阪
）
に
上
陸

し
ま
し
た
が
、
生
駒
の
豪
族
長

髄
彦
（
な
が
す
ね
ひ
こ
）
に
阻

ま
れ
た
た
め
、
南
下
し
て
熊
野

へ
回
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
出
会

っ
た
八
咫
烏
（
や
た
が
ら
す
）

に 

導
か
れ
て
吉
野
の
険
し
い

山
を
越
え
、大
和
に
入
り
ま
す
。

周
辺
の
勢
力
を
し
た
が
え
た
後
、

最
後
に
宿
敵
の
長
髄
彦
を
倒
し

て
大
和
地
方
を
平
定
さ
れ
ま
し

た
。 そ

し
て
、
紀
元
前
６
６
０
年

の
１
月
１
日
に
畝
傍
山
の
東
南
、

橿
原
宮
（
か
し
は
ら
の
み
や
）

で
第
一
代
天
皇
と
し
て
即
位
さ

れ
ま
し
た
。 

 

（
写
真
）
神
武
天
皇
陵 

 

綏
靖
天
皇
陵 

神
武
天
皇
陵
の
北
隣
に
第
２

代
綏
靖
（
す
い
ぜ
い
）
天
皇
の

御
陵
が
存
在
し
て
い
ま
す
。 

 

御
陵
名
は
、
桃
花
鳥
田
丘
上

 

２０２４.２.１５

第１６３号

歴史グループ早雲 

 

第
一
七
九
回 

歴
史
ハ
イ
キ
ン
グ 

報
告 

 

歴
史
あ
る
町
並
み
『
今
井
町
』
と 

周
辺
の
史
跡
を
訪
ね
る 

２
０
２
４
年
１
月
２
８
日
（
日
） 



陵(

つ
き
だ
の
お
か
の
え
の
み

さ
さ
ぎ)

で
す
。 

綏
靖
天
皇
（
す
い
ぜ
い
て
ん

の
う
、神
武
天
皇
２
９
年 - 

綏

靖
天
皇
３
３
年
５
月
１0

日
）

は
、
日
本
の
第
２
代
天
皇
。『
日

本
書
紀
』
で
の
名
は
神
渟
名
川

耳
天
皇
（
か
ん
ぬ
な
か
わ
み
み

の
す
め
ら
み
こ
と
）。欠
史
八
代

の
一
人
で
、
実
在
性
に
つ
い
て

は
諸
説
あ
る
。 

 

（
写
真
）
綏
靖
天
皇
陵 

 

今
井
町
風
景
写
真 

（
写
真
順
番
に
）
町
並
み
、

旧
米
谷
住
宅
、
町
並
み
、
今

西
家
住
宅
、
環
濠
跡
、
花
甍 

 

 

 

 

 

 

（
右
写
真
）
Ｉ
氏
撮
影 

 

 

 

 

 

今
井
町
の
歴
史 

一
向
宗
の
布
教
拠
点
と
し
て
誕

生
。
寺
内
町
と
し
て
発
展 

天
文
年
間(

１
５
３
２
～
５

５)

、
本
願
寺
の
今
井
兵
部
に
よ

っ
て
建
て
ら
れ
た
称
念
寺
が
、

今
井
町
の
起
こ
り
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。
農
民
な
ど
を
門
徒
化

し
、
こ
こ
を
拠
点
に
一
向
宗
の

布
教
を
進
め
る
た
め
で
し
た
。

後
に
は
、
諸
国
の
浪
人
や
商
人

が
集
め
ら
れ
、
町
場
を
形
成
し

ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
町
を
寺

内
町
と
言
い
ま
す
。
世
は
戦
国

時
代
。
攻
撃
を
避
け
る
為
に
、

周
辺
に
濠
と
土
居
を
巡
ら
せ
、

僧
侶
や
門
徒
を
守
る
た
め
の
武

力
が
備
え
ら
れ
ま
し
た
。
見
通

し
の
き
か
な
い
筋
違
い
の
道
路

や
、
九
つ
の
門
跡
が
そ
れ
を
物

語
っ
て
い
ま
す
。 

物
と
文
化
が
、
華
や
か
に
行
き
交

う
、
に
ぎ
や
か
な
町
に 

こ
の
頃
、
天
下
統
一
を
狙
っ

て
い
た
織
田
信
長
と
一
向
宗
は

敵
対
し
て
お
り
、
各
地
で
一
向

一
揆
が
起
こ
っ
て
い
ま
し
た
。、

本
願
寺
の
降
伏
に
伴
い
、
交
流

の
深
か
っ
た
堺
の
豪
商
や
明
智

光
秀
の
と
り
な
し
で
武
装
放
棄

し
ま
し
た
。
そ
の
後
は
、
商
工

業
都
市
と
し
て
発
展
。
俗
に
、

「
今
井
千
軒
」「
海
の
堺 

陸
の

今
井
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
に
な

っ
て
い
き
ま
し
た
。
、
各
地
と

の
交
流
も
盛
ん
に
な
り
ま
し
た
。

豊
臣
秀
吉
が
、
吉
野
詣
で
の
途

中
に
今
井
の
茶
室
で
接
待
さ
れ

た
と
い
う
記
録
も
あ
り
ま
す
。 

江
戸
幕
府
も
一
目
置
い
た
財
力
。 

１
７
世
紀
後
半
、
五
代
将
軍

綱
吉
の
頃
に
幕
藩
体
制
が
整
う

と
、今
井
に
も
代
官
が
置
か
れ
、

幕
府
領
と
し
て
支
配
さ
れ
ま
し

た
。
し
か
し
、
農
村
の
多
く
が

２
０
～
３
０
軒
程
度
だ
っ
た
当

時
、
一
千
軒
も
の
家
を
有
す
る

今
井
町
は
、
破
格
の
規
模
で
し

た
。
し
か
も
肥
料
・
木
綿
・
味

噌
・
酒
な
ど
の
取
引
も
盛
ん
な

う
え
、
大
名
相
手
の
金
融
業
者

も
活
躍
し
ま
し
た
。
藩
札
と
同

じ
価
値
の
あ
る
独
自
の
紙
幣



「
今
井
札
」
も
流
通
し
、
「
大

和
の
金
は
今
井
に
七
分
」
「
金

の
虫
干
し
玄
関
ま
で
」
と
言
わ

れ
る
ほ
ど
に
繁
栄
し
て
い
ま
し

た
。
こ
れ
ほ
ど
の
財
力
は
、
幕

府
に
と
っ
て
も
大
き
な
魅
力
で

あ
り
、
他
と
は
違
う
支
配
体
制

で
今
井
町
を
優
遇
し
ま
し
た
。

惣
年
寄
や
町
年
寄
を
置
き
、
警

察
権
な
ど
を
与
え
、
自
治
的
特

権
を
与
え
た
の
で
す
。
親
戚
以

外
の
者
を
町
内
に
泊
め
る
こ
と

を
禁
ず
る
な
ど
、
町
独
自
の
掟

も
決
め
ら
れ
、
自
治
自
衛
が
徹

底
さ
れ
ま
し
た
。 

 

今
井
ま
ち
な
み
交
流
セ
ン

タ
ー
（
花
甍
） 

今
井
ま
ち
な
み
交
流
セ
ン
タ
ー

「
華
甍
」（
は
な
い
ら
か
）
は
、

今
井
町
の
南
東
に
位
置
す
る
建

物
で
、
奈
良
県
の
指
定
文
化
財

と
な
っ
て
い
ま
す
。
明
治
３
６

年
（
１
９
０
３
）
高
市
郡
教
育

博
物
館
と
し
て
建
設
さ
れ
、
昭

和
４
年
か
ら
は
今
井
町
役
場
と

し
て
使
用
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

今
井
ま
ち
や
館 

本
町
筋
の
中
央
部
に
位
置
す
る
、

１
８
世
紀
初
期
頃
の
町
家
で
す
。

江
戸
時
代
は
金
物
屋
又
兵
衛
（
金

又
）
の
所
有
と
な
っ
て
い
ま
す
。

東
側
に「
通
り
土
間
」、北
端
に「
し

も
み
せ
」
が
あ
る
、
い
わ
ゆ
る
２

列
６
室
型
の
、
今
井
町
に
あ
る
大

型
町
家
の
基
本
的
構
造
を
持
つ
建

物
で
す
。
帳
台
構
え
、
突
止
溝
、

あ
げ
戸
、
煙
出
し
な
ど
１
７
世
紀

後
半
か
ら
１
８
世
紀
初
期
頃
の
手

法
が
よ
く
残
っ
て
い
ま
す
。 

旧
米
谷
住
宅 

旧
米
谷
家
は
中
町
筋
北
側
に
面

し
、
平
入
り
で
立
ち
の
低
い
町
家

で
す
。
屋
号
を
「
米
忠
」
と
い
い
、

金
具
商
を
営
ん
で
い
ま
し
た
。
江

戸
時
代
５
代
目
忠
五
良
の
時
期
に

相
当
繁
栄
し
た
と
み
ら
れ
、
主
屋

西
北
側
に「
ざ
し
き
」を
増
築
し
、

１
８
４
９
年
（
嘉
永
２
）
に
は
内

蔵
・
蔵
前
座
敷
（
う
ち
ぐ
ら
・
く

ら
ま
え
や
し
き
）
も
増
設
し
ま
し

た
。
ま
た
土
間
の
隅
は
シ
モ
ミ
セ

を
取
り
、
居
室
は
珍
し
く
５
間
取

り
で
す
。
裏
庭
に
建
つ
土
蔵
は
、

数
奇
屋
（
す
き
や
）
風
の
蔵
前

座
敷
（
く
ら
ま
え
ざ
し
き
）
が

付
属
し
て
い
ま
す
。 

今
西
家
住
宅 

１
５
６
６
年
（
永
禄
９
年
）

十
市
城
主
十
市
遠
勝
が
一
族
を

引
き
連
れ
て
今
井
に
亡
命
し
た

中
の
、
河
合
権
兵
衛
清
長
（
後

改
め
今
西
正
冬
）
が
今
西
家
の

５
代
目
に
な
り
ま
す
。
大
阪
夏

の
陣
の
際
に
今
井
町
の
西
端
を

守
っ
た
こ
と
か
ら
郡
山
城
主
松

平
忠
明
か
ら
今
西
を
名
乗
る
よ

う
に
す
す
め
ら
れ
、
代
々
今
井

町
の
惣
年
寄
の
筆
頭
を
務
め
た

家
で
す
。
建
物
は
１
６
５
０
年

（
慶
安
３
年
）
の
建
設
で
、
八

つ
棟
（
や
つ
む
ね
）
造
り
と
も

言
わ
れ
て
い
ま
す
。本
瓦
葺
で
、

堂
々
と
し
た
城
郭
風
の
外
観
で

す
。
居
室
と
土
間
境
に
は
式
台

（
し
き
だ
い
）
が
あ
り
、
土
間

を
お
白
州
に
見
立
て
て
簡
単
な

裁
き
も
行
わ
れ
ま
し
た
。 

入
鹿
神
社 

 

神
社
の
伝
え
に
よ
る
と
、
乙

巳
の
変
（
６
４
５
年
６
月
１
２

日
）
で
蘇
我
入
鹿
公
が
飛
鳥
板

葺
宮
で
中
大
兄
皇
子
や
中
臣
鎌

足
ら
に
倒
さ
れ
た
頃
、
小
綱
町

は
隣
町
の
曾
我
町
の
領
地
だ
っ

た
の
で
、
蘇
我
入
鹿
公
は
入
鹿

神
社
あ
た
り
で
幼
少
期
を
過
ご

し
た
家
が
あ
っ
た
と
か
、
入
鹿

の
母
が
身
を
寄
せ
た
家
が
あ
っ

た
と
か
伝
わ
る
。
蘇
我
氏
と
は

ゆ
か
り
の
深
い
一
帯
だ
。 

 

（
写
真
）
入
鹿
神
社 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Ｍ 

・ 

Ｓ 

 

今
井
町
の
町
並
み
を
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
さ
ん
の
ユ
ー
モ
ア
あ
り

の
わ
か
り
や
す
い
説
明
で
楽
し

く
歩
く
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

住
ん
で
お
ら
れ
る
方
も
保
存
さ

れ
て
い
る
。
行
政
の
姿
勢
に
も

頭
が
下
が
り
ま
す
。
い
つ
ま
で

も
こ
の
景
観
を
保
存
し
て
い
た

だ
け
る
よ
う
に
と
思
い
ま
し
た
。

ま
た
ゆ
っ
く
り
と
来
て
み
た
い

と
思
い
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
し
た
。 

◇
◇
◇
◇ 

Ｋ 

・ 

Ｍ 

以
前
に
も
今
井
町
を
訪
ね
た

こ
と
あ
り
ま
し
た
が
、
風
情
の

あ
る
町
並
み
、
い
か
に
も
豪
商

の
お
屋
敷
を
眺
め
る
程
度
で
し

た
の
で
、
今
回
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

ガ
イ
ド
さ
ん
の
説
明
も
あ
り
、

ま
た
資
料
を
読
ま
せ
て
頂
き
、

「
重
要
伝
統
的
建
造
物
群
保
存

地
区
」
今
井
町
を
深
く
感
じ
る

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
有
難
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。 

◇
◇
◇
◇ 

Ｍ 

・ 

Ｏ 

「
日
本
に
京
都
が
あ
っ
て
良

か
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
が
、「
今
井
町
が
残
っ

て
い
て
良
か
っ
た
」
と
思
う
人

も
い
ま
す
。
た
ぶ
ん
本
日
の
ボ

一
口
感
想 

 



ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん
の
よ

う
に
熱
く
語
る
人
に
案
内
さ
れ

る
と
今
井
町
フ
ァ
ン
は
増
え
る

で
し
ょ
う
。
神
武
天
皇
陵
を
説

明
し
て
く
だ
さ
っ
た
村
田
さ
ん

の
お
話
も
よ
か
っ
た
で
す
。
歴

史
を
「
真
」
か
「
偽
」
と
い
う

こ
と
に
こ
だ
わ
る
こ
と
も
大
事

だ
と
思
い
ま
す
。 

◇
◇
◇
◇ 

Ｙ 

・ 

Ｍ 

今
回
は
、
私
が
話
さ
せ
て
い
た

だ
い
た
内
容
を
要
約
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す
。
神
武
天
皇
の
墓

の
場
所
は
「
古
事
記
」
と
「
日

本
書
紀
」で
は
違
っ
て
い
ま
す
。

綏
靖
天
皇
の
墓
の
場
所
も
同
様

で
す
。
記
紀
に
書
か
れ
た
陵
墓

の
地
名
が
現
在
の
ど
こ
に
当
た

る
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

幕
末
の
国
学
の
発
展
に
よ
り
、

神
武
天
皇
の
墓
が
適
当
に
造
成

さ
れ
、
明
治
政
府
が
そ
れ
を
受

け
つ
い
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。 

２
代
綏
靖
か
ら
９
代
開
化
に

つ
い
て
は
記
紀
に
よ
る
と
、
具

体
的
な
業
績
の
記
述
は
な
く
、

い
わ
ゆ
る
欠
史
８
代
と
よ
ば
れ

て
い
る
の
で
、
実
在
の
可
能
性
は

低
い
と
思
わ
れ
ま
す
。 

１
０
代
の
崇
神
天
皇
か
ら
が
実

在
し
た
天
皇
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。 

た
だ
真
実
は
わ
か
ら
な
い
と
い

う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
で
は
な
い

か
と
思
い
ま
す
。
今
回
は
私
の
話

を
聞
い
て
い
た
だ
き
あ
り
が
と
う

ご
ざ
い
ま
し
た
。
ま
た
、
機
会
が

あ
れ
ば
お
話
さ
せ
て
い
た
だ
き
た

い
で
す
。 

◇
◇
◇
◇ Ｈ 

・ 

Ｍ 

数
十
年
前
に
個
人
的
に
、
パ
ン

フ
レ
ッ
ト
片
手
に
今
井
町
を
巡
っ

た
こ
と
は
あ
り
ま
し
た
が
、
今
回

は
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ガ
イ
ド
さ
ん

の
ユ
ニ
ー
ク
な
ジ
ョ
ー
ク
を
混
ぜ

な
が
ら
案
内
で
「
大
和
の
金
は
今

井
に
七
部
」、「
金
の
虫
干
し
は
玄

関
ま
で
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の
繁

栄
ぶ
り
で
こ
れ
だ
け
の
規
模
を
誇

る
江
戸
の
町
並
み
発
展
し
た
の
も

確
か
に
納
得
。 

映
画
や
ド
ラ
マ
の
ロ
ケ
地
と
し
て

も
使
わ
れ
る
そ
う
で
、
本
木
雅
弘

と
宮
沢
り
え
が
農
家
風
の
町
家
の

縁
側
に
座
っ
て
お
茶
の
Ｃ
Ｍ
の
撮

影
が
あ
っ
た
と
案
内
さ
れ
た
が
、

そ
ん
な
シ
ー
ン
の
Ｃ
Ｍ
が
あ
っ

た
け…

。 

【
井
内
講
座
】 

ク
イ
ズ
涅
槃
図 

お
釈
迦
様
の
涅
槃
図
か
ら
の
問

題
で
す
。 

（
問
１
） 

ま
ず
、
お
釈
迦
様

の
誕
生
に
つ
い
て
。 

な
ぜ
お
釈
迦
様
は
、
母
親
で
あ

る
マ
ヤ
夫
人
の
右
脇
か
ら
お
生

ま
れ
に
な
っ
た
の
で
し
ょ
う

か
？ 

（
問
２
） 

お
釈
迦
様
が
四
門

出
遊
で
見
ら
れ
た
四
苦
八
苦
と

は
ど
の
よ
う
な
苦
し
み
で
し
ょ

う
か
？ 

問
３ 
平
家
物
語
の
冒
頭
の
、

「
祇
園
精
舎
の
金
の
音
、
諸
行

無
常
の
響
き
あ
り
。
沙
羅
双
樹

の
花
の
色
・
・
・
」
さ
て
、
京

都
市
内
で
涅
槃
図
に
描
か
れ
て

い
る
沙
羅
双
樹
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
か
？ 

（
問
４
）
こ
の
字
は
漢
字
で
す
。 

さ
て
何
と
読
む
で
し
ょ
う
か
？ 

 

（
問
５
） 

前
述
の
漢
字
の
中

に
あ
る
、
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・

身
・
意
（
心
）
は
所
謂
六
根
で

す
。
山
伏
が
唱
え
る
六
根
清
浄

と
は
、
人
間
に
具
わ
っ
た
六
根

を
清
ら
か
に
す
る
こ
と
で
す
。

さ
て
、
こ
の
六
根
清
浄
か
ら
生

ま
れ
た
と
さ
れ
る
言
葉
が
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
何
と
い
う
言
葉

で
し
ょ
う
か
？ 

（
問
６
） 

こ
の
動
物
は
、
涅

槃
図
に
必
ず
と
い
っ
て
い
い
程

描
か
れ
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
こ
の
動
物
の
名
前
は 

 

【
編
集
後
記
】 

 

皆
さ
ま
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い

ま
し
た
。 

 

井
内
講
座
解
答 

問
１ 

釈
尊
の
前
世
は
兜
率
天
（
次

世
代
の
ブ
ッ
ダ
あ
る
い
は
ブ
ッ
ダ
の

後
継
者
が
住
む
世
界
）
に
お
け
る
菩

薩
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
場
所
や
親
と

な
る
べ
き
人
物
を
入
念
に
選
び
、
自

身
の
意
志
に
よ
っ
て
、
白
象
に
化
身

し
て
、
マ
ー
ヤ
ー
の
右
脇
か
ら
胎
内

に
入
り
こ
み
、
そ
し
て
右
脇
か
ら
産

ま
れ
た
と
い
い
ま
す
。 

問
２ 

非
常
な
苦
し
み
。
ま
た
、
あ

ら
ゆ
る
苦
し
み
。
仏
教
で
、
生(

し
ょ

う)

・
老
・
病
・
死
の
四
苦
に
、
愛
別

離
苦
・
怨
憎
会(

お
ん
ぞ
う
え)

苦
・

求
不
得(

ぐ
ふ
と
く)

苦
・
五
陰
盛(

ご

お
ん
じ
ょ
う)

苦
の
四
苦
を
加
え
た

言
葉
。 

問
３ 

出
来
る 

問
４ 

ぼ
ん
の
う 

問
５ 

ど
っ
こ
い
し
ょ 

問
６ 

さ
い 

 


