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注
　
意
　
事
　
項

一
、
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
は
開
か
な
い
で
く
だ
さ
い
。

二
、
こ
の
問
題
冊
子
は
22
ペ
ー
ジ
あ
り
ま
す
。
試
験
中
、
ペ
ー
ジ
の
脱
落
等
に
気
づ
い
た
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
者
に
知
ら
せ
て

く
だ
さ
い
。

 

解
答
用
紙（
マ
ー
ク
シ
ー
ト
）の
汚
れ
な
ど
に
気
づ
い
た
場
合
も
、
同
様
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。

三
、
解
答
用
紙（
マ
ー
ク
シ
ー
ト
）は
折
り
曲
げ
た
り
、
汚
し
た
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

四
、
解
答
は
、
す
べ
て
解
答
用
紙（
マ
ー
ク
シ
ー
ト
）に
記
入
し
、
解
答
用
紙（
マ
ー
ク
シ
ー
ト
）の
枠
外
に
は
、
な
に
も
書
か
な
い
で
く

だ
さ
い
。

五
、
解
答
番
号
は
、
1
〜
42
ま
で
あ
り
ま
す
。

 

解
答
用
紙（
マ
ー
ク
シ
ー
ト
）に
は
、
問
題
番
号
が
1
〜
50
、
選
択
肢
が
1
〜
10
ま
で
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
解
答
に
あ
た
っ

て
は
、
各
設
問
に
指
示
さ
れ
た
選
択
肢
の
数
の
中
か
ら
選
ん
で
解
答
し
て
く
だ
さ
い
。

六
、
マ
ー
ク
は
必
ず
Ｈ
Ｂ
の
黒
鉛
筆
を
使
用
し
、
訂
正
す
る
場
合
は
、
完
全
に
消
し
て
か
ら
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。

七
、
監
督
者
の
指
示
に
従
っ
て
、
解
答
用
紙（
マ
ー
ク
シ
ー
ト
）に
解
答
す
る
科
目
・
受
験
番
号
を
マ
ー
ク
す
る
と
と
も
に
、
受
験
番
号

お
よ
び
氏
名
を
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

八
、
解
答
す
る
科
目
、
受
験
番
号
、
解
答
が
正
し
く
マ
ー
ク
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
、
採
点
で
き
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

九
、
試
験
終
了
後
、
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

二
〇
二
三
年
度
入
学
試
験
問
題

国
　
　
語

（
六
〇
分
）
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次
の
文
章
は
、
船ふ

な

山や
ま

馨か
お
る

の
小
説『
私
の
絵
本
』の
一
部
分
で
あ
る
。
東
京
の
学
生
で
あ
っ
た「
私
」は
、
学
生
生
活
最
後
の
夏
期
休
暇
を
北
海
道
の
農

場
で
過
ご
し
て
い
た
。
農
場
の
隣
に
は「
翠す
い

月げ
つ

館か
ん

」と
い
う
西
洋
料
理
屋
が
あ
っ
た
。
夜
に「
私
」が
散
歩
へ
行
く
と
、「
翠
月
館
」の
白
い
建
物
か
ら
主
人

の
矢
野
夫
妻
と
幼
い
姉き
ょ
う

弟だ
い

の
讃さ

ん

美び

歌か

が
聞
こ
え
て
き
た
。「
私
」は
次
第
に「
翠
月
館
」の
人
び
と
に
興
味
を
誘
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
以
下
は「
私
」

と「
翠
月
館
」の
長
女
が
出
会
う
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

あ
る
朝
、
私
が
牧
場
へ
牛
を
見
廻ま

わ

り
に
は
い
っ
て
ゆ
く
と
、
牧
場
の
境
界
に
な
っ
て
い
る
白し

ら

樺か
ば

の
丸
木
柵
に
小
さ
な
両
足
を
か
け
て
、
の
め
り
込
む
よ
う
な

恰か
っ

好こ
う

で
牛
に
草
を
や
っ
て
い
る
一
人
の
少
女
に
出
会
っ
た
。

（
Ⅰ
）

そ
の
頃
と
し
て
は
ま
だ
希め
ず
ら

し
い
洋
装
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
ま
た
白
い
レ
ー
ス
の
襟
飾
り
の
つ
い
た
花
模
様
の
ワ
ン
ピ
ー
ス
に
赤
い
短
靴
と
い
う
際
だ
っ

て

Ａ

好
み
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
私
は
す
ぐ
に
こ
の
少
女
が
翠
月
館
の
家
族
で
あ
る
こ
と
を
察
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
あ
た
り
で
、
ご
く
自

然
に
身
に
つ
い
た
こ
の
よ
う
な
美
し
さ
は
、
あ
の
白
い
建
物
の
な
か
の
人
で
な
け
れ
ば
ふ
さ
わ
し
か
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

私
が
近
寄
っ
て
ゆ
く
と
少
女
は
ふ
と
体
を
起
し
て
ま
っ
す
ぐ
に
私
を
見
、
そ
れ
か
ら
ご
く
自
然
に
目
を
伏
せ
た
。
ス
ん
だ
、
青
い
ほ
ど
の
目
の
色
を
し
て
い

た
。
私
が「
お
嬢
さ
ん
、
お
は
よ
う
」と
声
を
か
け
る
と
少
女
は
柵
か
ら
降
り
て
、
先
生
に
で
も
出
会
っ
た
よ
う
な
丁
寧
な
お
辞
儀
を
し
て
微
笑
し
た
。

（
Ⅱ
）

少
女
は
は
に
か
み
な
が
ら
も
格
別
人
見
知
り
す
る
よ
う
な
と
こ
ろ
が
な
く
、
素
直
な
明
る
さ
で
、
い
ち
度
小
牛
を
見
せ
て
ほ
し
い
と
言
っ
た
り
し
た
が
、
ふ

と
私
は
、
彼
女
が
黄
色
い
表
紙
の
本
を
大
事
そ
う
に
か
か
え
て
い
る
の
に
気
が
つ
い
た
。
そ
れ
は
初
年
級
の
英
語
の
リ
ー
ダ
ー
で
、
見
る
と
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

に
鉛
筆
の
幼
い
字
で
単
語
の
意
味
が
書
き
こ
ん
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
ま
だ
や
っ
と
小
学
校
の
三
、
四
年
く
ら
い
ら
し
い
こ
の
少
女
が
、
す
で

に
中
等
学
校
の
初
年
用
の
リ
ー
ダ
ー
で
頭
を
悩
ま
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
と
っ
て
い
さ
さ
か
な
ら
ず
意
外
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
幼

い
少
女
に
難
解
な
リ
ー
ダ
ー
を
押
し
つ
け
て
い
る
の
が
、
あ
の
美
し
い
オ
ル
ガ
ン
を
弾
く
矢
野
夫
人
で
あ
る
こ
と
に
、
私
は
妙
に
し
ら
じ
ら
と
し
た
興
ざ
め
の

気
持
を
味
わ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。

（
Ⅲ
）

し
ば
ら
く
ペ
ー
ジ
を
く
っ
て
ゆ
く
と
、
お
そ
ら
く
こ
の
少
女
が
書
い
た
の
で
あ
ろ
う
折
れ
釘く

ぎ

流
の
ロ
ー
マ
字
が
、
ほ
と
ん
ど
裏
表
紙
一
杯
に
は
み
出
し
そ
う

に
押
し
あ
い
へ
し
あ
い
し
て
な
ら
ん
で
い
る
の
が
目
に
つ
い
た
。M

ED
O
RI

・Y
A
N
O

と
書
い
て
あ
っ
た
。
思
わ
ず
笑
い
が
こ
み
あ
げ
た
。

「
お
嬢
さ
ん
は
め
ど
り
さ
ん
て
い
う
の
？
」

問
題
一

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ
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リ
ー
ダ
ー
を
返
し
な
が
ら
私
が
聴
く
と
、
少
女
は

Ｂ

少
し
笑
っ
て
首
を
振
り
、

「
い
い
え
、
翠
と
い
う
字
」

と
小
さ
な
声
で
い
っ
て
、
両
手
で
リ
ー
ダ
ー
を
後
ろ
へ
か
く
す
よ
う
な
こ
と
を
し
た
。

M
ED
O
RI

はM
ID
O
RI

の
綴つ

づ

り
違
い
な
の
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
私
は
突
然
少
女
の
生
の
ま
ま
の
幼
さ
に
行
き
当
っ
た
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、
何
か
し
ら
明

る
く
心
が
霽は

れ
て
い
っ
た
。
私
は
い
ち
度
会
っ
た
だ
け
で
、
こ
の
少
女
が
好
ま
し
く
な
っ
た
。

（
Ⅳ
）

こ
う
し
て
私
は
翠
月
館
の
人
び
と
の
う
ち
、
ま
ず
矢
野
氏
の
長
女
と
仲
好よ

し
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

し
ば
ら
く
の
あ
い
だ
に
私
は
、
翠み
ど
り

と
い
う
名
は
矢
野
夫
人
が
翠
月
館
に
ち
な
ん
で
命
名
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
や
、
彼
女
の
洋
服
は
生
地
の
見
立
て
か
ら

仕
上
げ
ま
で
イ
ッ
サ
イ
矢
野
夫
人
の
手
に
な
る
こ
と
や
、
そ
れ
か
ら
、
毎
週
日
曜
学
校
へ
出
か
け
る
時
だ
け
は
胸
に
花
飾
り
の
あ
る
白
い
絹
の
服
を
着
て
、
紫

色
の
大
き
な
リ
ボ
ン
の
つ
い
た
帽
子
を
か
ぶ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
が
大
へ
ん
愉た
の

し
み
で
あ
る
こ
と
、
彼
女
が
十
一
歳
、
弟
の
陵り

ょ
う

太た

は
八
つ
で
今
年
か
ら
学

校
へ
入
っ
た
こ
と
、
そ
の
ほ
か
い
ろ
い
ろ
な
翠
月
館
の
生
活
を
少
し
ず
つ
知
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
た
。

陵
太
少
年
と
も
私
は
す
ぐ
仲
好
し
に
な
っ
た
が
、
こ
の
少
年
は
哀か
な

し
い
こ
と
に
小
さ
か
ら
ぬ
瘤こ

ぶ

を
背
中
に
背
負
っ
て
生
れ
つ
い
て
い
た
。
体
じ
ゅ
う
の
養
分

が
こ
と
ご
と
く
背
中
の
瘤
に
吸
い
と
ら
れ
で
も
す
る
の
か
、
皮
膚
が
透
い
て
見
え
る
ほ
ど
青
い
手
や
足
は
、
痛
々
し
く
痩
せ
細
り
、
そ
の
せ
い
で
背
中
の
瘤
だ

け
が
ひ
ど
く
重
そ
う
に
目
立
つ
の
で
あ
る
。
す
っ
か
り
私
と
馴な

れ
て
し
ま
っ
て
か
ら
も
、
陵
太
少
年
は
滅
多
に
口
を
き
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
キ
ゲ
ン
の
い

い
と
き
に
は
口
も
と
に
弱
々
し
い
微
笑
を
う
か
べ
る
く
ら
い
の
も
の
で
、
話
の
受
け
応
え
な
ど
も
た
い
て
い
は
表
情
だ
け
で
す
ま
す
と
い
う
風
で
あ
っ
た
。

（
Ⅴ
）

翠
が
日
頃
非
常
に
気
に
入
っ
て
私
に
も
た
び
た
び
愉
し
そ
う
に
話
す
例
の
教
会
用
の
服
は
、
日
曜
日
で
も
教
会
か
ら
帰
る
と
、
す
ぐ
平ふ
だ
ん常

着ぎ

と
着
換
え
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
で
、
ほ
か
の
日
に
は
決
し
て
着
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
る
ら
し
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
あ
る
日
の
こ
と
、
私
が
牛
舎
で
乳
を
絞
っ
て
い

る
と
こ
ろ
へ
日
曜
で
も
な
い
の
に
そ
の
教
会
用
の
服
を
着
込
ん
だ
翠
少
女
が
、
陵
太
少
年
を
従
え
て

Ｃ

と
現
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
Ⅵ
）Ｄ

両
肩
の
盛
り
上
っ
た
よ
う
な
形
の
真
っ
白
い
服
の
、
左
肩
の
と
こ
ろ
に
淡
紅
色
の
花
飾
り
を
つ
け
、
裾
が
な
だ
ら
か
な
線
を
つ
く
っ
て
ひ
ら
い

て
い
る
ス
カ
ー
ト
の
腰
に
水
色
の
絹
帯
を
あ
し
ら
っ
た
盛
装
の
翠
は
い
か
に
も
美
し
く
、
廂ひ
さ
し

の
広
い
帽
子
を
片
手
に
、
い
く
ぶ
ん
気
取
り
気
味
に
微
笑
し
た

得
意
満
面
の
あ
り
さ
ま
は
、
ま
こ
と
に
小
さ
な
貴
婦
人
と
い
う
に
ふ
さ
わ
し
く
、
優
雅
な
気
品
を
具そ
な

え
て
い
た
。

私
が
感
嘆
し
た
の
を
見
て
と
る
と
、
彼
女
は
ま
す
ま
す
愉
し
そ
う
に
両
手
を
水
平
に
拡ひ
ろ

げ
て
調
子
を
と
り
、
片
脚
を
軽
く
ま
げ
て
円ワ

ル
ツ舞

の
よ
う
に

Ｅ

ｆ

ｇ

（
注
）

ｈ



（ 2─ 27　国語）3（ ）

旋
回
し
て
み
せ
た
り
し
て
い
た
が
、
や
が
て
し
ば
ら
く
す
る
と
、
妙
に

Ｆ

落
付
き
を
失
い
始
め
た
よ
う
で
あ
っ
た
。
と
ん
で
も
な
い
大
冒
険
で
も
や
っ

て
い
る
よ
う
な
、
不
安
そ
う
な
翳か
げ

が
彼
女
の
花
び
ら
の
よ
う
な
頰
に
隈く
ま

取ど

り
を
つ
く
っ
た
。
彼
女
は
夫
人
の
留
守
を
見
す
ま
し
て
こ
っ
そ
り
着
込
ん
で
来
た
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
い
は
も
う
出
先
か
ら
夫
人
が
帰
っ
て
来
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
、
そ
の
不
安
が
次
第
に
激
し
く
彼
女
を
せ
き
た
て
る
の
で
あ
っ
た
。

（
Ⅶ
）

「
じ
ゃ
、
ま
た
あ
と
で
参
り
ま
す
わ
」

と
う
と
う
、
小こ

頸く
び

を
か
し
げ
る
よ
う
な
表
情
を
し
て
そ
う
い
う
と
、「
陵
ち
ゃ
ん
、
帰
り
ま
し
ょ
う
」と
翠
は
一
散
に
牧
場
の
青
草
の
な
か
を
走
り
だ
し
た
。

だ
が
、
も
う
少
し
で
地
境
の
木
柵
に
行
き
つ
く
と
こ
ろ
で
何
に
跪つ
ま
ず

い
た
の
か
翠
は

Ｇ

前
か
が
み
に
転
び
、
起
き
上
る
に
は
す
ぐ
起
き
上
っ
た
が
、

そ
の
ま
ま
じ
っ
と
動
か
な
い
の
で
あ
る
。
急
い
で
行
っ
て
み
る
と
、
こ
れ
は
ま
た
、
翠
の
真
っ
白
な
盛
装
は
胸
か
ら
ス
カ
ー
ト
ま
で
、
青
黒
い
牛
の
汚
物
で
べ

と
べ
と
に
汚
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
翠
は
唇
の
色
さ
え
な
く
し
て
呆ぼ
う

然ぜ
ん

と
突
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
一
緒
に
お
母
様
に
お
詫わ

び
を
し
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
ね
」

私
が
そ
う
言
っ
て
な
ぐ
さ
め
る
と
、
翠
は
色
を
失
っ
た
顔
に
一
生
懸
命
微
笑
を
つ
く
っ
て
、

「
い
い
え
、
一
人
で
大
丈
夫
で
す
の
」

と
、
意
外
に
は
っ
き
り
し
た
口
調
で
応
え
、
胸
の
ポ
ケ
ッ
ト
か
ら
手ハ
ン
カ
チ巾

を
抜
い
て
ま
ず
汚
れ
た
掌

て
の
ひ
ら

を
拭
い
、
そ
れ
か
ら
ス
カ
ー
ト
を
お
ぼ
つ
か
な
い
手
つ

き
で
ふ
き
始
め
る
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
い
て
、
ほ
ん
と
う
は
や
っ
ぱ
り
泣
き
出
し
そ
う
な
の
で
、
彼
女
は
唇
を
か

み
し
め
て
顔
を
あ
げ
よ
う
と
は
し
な
い
の

で
あ
る
。
私
は
こ
の
少
女
の
少
女
ら
し
か
ら
ぬ
健け

な

気げ

な
心
構
え
に
内
心
少
な
か
ら
ず
感
動
し
た
。
結
局
、
私
も
翠
月
館
ま
で
つ
い
て
い
っ
て
、
そ
の
時
初
め
て

矢
野
氏
と
会
っ
た
の
で
あ
る
。

（
船
山
馨『
私
の
絵
本
』に
よ
る
）

（
注
）　

日
曜
学
校
…
…
キ
リ
ス
ト
教
会
が
日
曜
日
に
児
童
を
集
め
、
宗
教
教
育
を
す
る
機
関
。

ｉ

ｊ

ｋ

ｌ
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問
一　

傍
線
部
ａ「
の
め
り
込
む
よ
う
な
恰
好
で
牛
に
草
を
や
っ
て
い
る
一
人
の
少
女
」と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
う
か
が
え
る
か
。
次

の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

1

。

1　

少
女
が
牛
に
草
を
や
る
の
は
ま
っ
た
く
初
め
て
だ
と
い
う
こ
と
。

2　

少
女
は
牛
に
草
を
や
る
の
に
す
で
に
慣
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

3　

少
女
が
牛
に
お
そ
る
お
そ
る
草
を
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

4　

少
女
が
牛
の
ほ
う
へ
身
を
乗
り
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

問
二　

空
欄

Ａ

に
あ
て
は
ま
る
語
句
は
ど
れ
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

2

。

1　

ゆ
っ
た
り
し
た

2　

す
っ
き
り
し
た

3　

質
素
な

4　

大
人
び
た

問
三　

傍
線
部
ｂ
・
ｇ
・
ｈ
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ

い
。
解
答
番
号
は

3

〜

5

。

ｂ「
ス
ん
だ
」

1　

セ
イ
レ
ン
ケ
ッ
パ
ク
を
証
明
す
る
。

2　

借
金
を
ヘ
ン
サ
イ
し
、
す
っ
き
り
し
た
。

3　

全
員
で
イ
ッ
セ
イ
に
大
き
な
声
を
出
し
た
。

4　

霊
山
に
登
り
、
メ
イ
チ
ョ
ウ
な
心
境
を
得
た
。
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ｇ「
イ
ッ
サ
イ
」

1　

彼
に
は
音
楽
の
サ
イ
が
あ
る
。

2　

固
い
氷
を
ク
ダ
く
。

3　

セ
ッ
パ
つ
ま
っ
て
の
言
い
の
が
れ
を
す
る
。

4　

中
世
の
ジ
ョ
ウ
サ
イ
を
調
べ
る
。

ｈ「
キ
ゲ
ン
」

1　

キ
キ
の
異
常
が
あ
り
、
放
送
が
中
止
さ
れ
た
。

2　

異
常
キ
シ
ョ
ウ
の
た
め
、
野
菜
が
不
作
だ
。

3　

キ
ゴ
を
調
べ
る
と
新
た
な
発
見
が
あ
る
。

4　

商
品
の
ノ
ウ
キ
が
近
づ
い
て
い
る
。

問
四　

傍
線
部
ｃ
・
ｄ
・
ｅ
・
ｊ
・
ｋ
の
語
句
の
意
味
は
な
に
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ

い
。
解
答
番
号
は

6

〜

10

。

ｃ「
い
さ
さ
か
な
ら
ず
」

1　

大
い
に

2　

特
別
で
は
な
く

3　

ひ
か
え
め
に
い
う
と

4　

お
お
げ
さ
に
い
っ
て
も

ｄ「
興
ざ
め
」

1　

悲
し
い
気
持
ち
が
起
こ
る
こ
と

2　

は
っ
き
り
と
真
実
が
わ
か
る
こ
と

3　

お
も
し
ろ
み
が
な
く
な
る
こ
と

4　

腹
立
た
し
い
こ
と
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ｅ「
折
れ
釘
流
」

1　

字
形
に
固
さ
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と

2　

き
わ
め
て
字
が
下
手
な
こ
と

3　

ブ
ロ
ッ
ク
体
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と

4　

筆
圧
が
相
当
強
い
字
で
あ
る
こ
と

ｊ「
小
頸
を
か
し
げ
る
よ
う
な
」

1　

な
に
か
に
お
び
え
て
い
る
よ
う
な

2　

な
に
か
に
焦
り
を
感
じ
て
い
る
よ
う
な

3　

少
し
で
も
魅
力
的
に
見
え
る
よ
う
な

4　

ち
ょ
っ
と
考
え
を
め
ぐ
ら
す
よ
う
な

ｋ「
お
ぼ
つ
か
な
い
」

1　

頼
り
な
い

2　

震
え
て
い
る

3　

迷
い
の
あ
る

4　

幼
さ
の
残
る

問
五　

空
欄

Ｂ

に
あ
て
は
ま
る
語
句
は
ど
れ
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

11

。

1　

得
意
そ
う
に

2　

照
れ
く
さ
そ
う
に

3　

う
れ
し
そ
う
に

4　

怒
っ
た
よ
う
に
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問
六　

傍
線
部
ｆ「
生
の
ま
ま
の
幼
さ
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ

い
。
解
答
番
号
は

12

。

1　

生
身
の
少
女
が
持
つ
幼
さ

2　

教
育
を
受
け
る
前
の
幼
さ

3　

年
相
応
の
自
然
な
幼
さ

4　

生
き
る
た
め
に
必
要
な
幼
さ

問
七　

空
欄

Ｃ

に
あ
て
は
ま
る
語
句
は
ど
れ
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

13

。

1　

威
風
堂
々

2　

虎こ

視し

眈た
ん

々た
ん

3　

野
心
満
々

4　

意
気
揚
々

問
八　

空
欄

Ｄ

〜

Ｇ

に
あ
て
は
ま
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
は
ど
れ
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

14

。

1　

Ｄ　

ふ
っ
く
ら
と　
　
　

Ｅ　

ぱ
た
ぱ
た
と　
　
　

Ｆ　

そ
わ
そ
わ
と　
　
　

Ｇ　

ば
た
り
と

2　

Ｄ　

ふ
っ
く
ら
と　
　
　

Ｅ　

く
る
く
る
と　
　
　

Ｆ　

そ
わ
そ
わ
と　
　
　

Ｇ　

ぺ
た
ん
と

3　

Ｄ　

ふ
ん
わ
り
と　
　
　

Ｅ　

く
る
く
る
と　
　
　

Ｆ　

い
そ
い
そ
と　
　
　

Ｇ　

べ
た
ん
と

4　

Ｄ　

ふ
ん
わ
り
と　
　
　

Ｅ　

ひ
ら
ひ
ら
と　
　
　

Ｆ　

い
そ
い
そ
と　
　
　

Ｇ　

ど
す
ん
と
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問
九　

傍
線
部
ｉ「
彼
女
は
夫
人
の
留
守
を
見
す
ま
し
て
こ
っ
そ
り
着
込
ん
で
来
た
の
で
あ
る
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
だ
と
思
わ
れ
る
か
。
次
の
1
〜
4
の

う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

15

。

1　

教
会
用
の
服
を
平
日
に
着
て
外
に
出
る
と
い
う
彼
女
に
と
っ
て
の
大
冒
険
を
し
て
み
た
か
っ
た
か
ら
。

2　

教
会
用
の
服
を
他
人
に
見
せ
る
こ
と
を
母
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
ど
う
し
て
も「
私
」に
自
慢
し
た
く
な
っ
た
か
ら
。

3　

教
会
用
の
服
を
普
段
着
る
こ
と
は
母
に
禁
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
盛
装
し
た
自
分
を
ど
う
し
て
も「
私
」に
見
せ
た
か
っ
た
か
ら
。

4　

教
会
用
の
盛
装
を
し
た
自
分
の
姿
を「
私
」に
披
露
し
て
い
る
様
子
を
母
に
見
つ
け
ら
れ
た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
る
か
ら
。

問
一
〇　

傍
線
部
ｌ「
少
女
ら
し
か
ら
ぬ
健
気
な
心
構
え
」と
は
な
に
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答

番
号
は

16

。

1　

愉
し
み
の
代
償
を
知
っ
て
い
な
が
ら
敢あ

え
て
行
動
す
る
健
や
か
な
心
構
え
。

2　

不
安
や
恐
怖
に
負
け
ず
、
一
人
で
立
ち
向
か
お
う
と
す
る
勇
気
あ
る
心
構
え
。

3　

自
分
の
行
動
に
は
自
分
自
身
で
責
任
を
取
ろ
う
と
す
る
感
心
な
心
構
え
。

4　

困
惑
す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、
絶
対
に
涙
を
見
せ
な
い
と
い
う
強
気
な
心
構
え
。

問
一
一　

本
文
で
は
次
の
一
文
が
抜
け
て
い
る
。
こ
の
部
分
が
入
る
べ
き
箇
所
は
本
文
の（
Ⅰ
）〜（
Ⅶ
）の
う
ち
の
ど
こ
か
。
次
の
1
〜
7
の
う
ち
か
ら
最
も
適

当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

17

。

「
間
も
な
く
私
は
矢
野
氏
に
も
会
う
こ
と
が
で
き
た
が
、
そ
れ
も
や
は
り
翠
少
女
が
一
つ
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。」

1　
（
Ⅰ
）

2　
（
Ⅱ
）

3　
（
Ⅲ
）

4　
（
Ⅳ
）

5　
（
Ⅴ
）

6　
（
Ⅵ
）

7　
（
Ⅶ
）
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

あ
る
言
語
で
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
言
語
が
現
在
多
く
の
人
に
よ
っ
て
使
わ
れ
て
い
る
姿
を
な
る
べ
く
真ま

似ね

す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
同

時
代
の
人
た
ち
が
美
し
い
と
信
じ
て
い
る
姿
を
な
ぞ
っ
て
み
せ
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。

Ａ

、
そ
の
言
語
の
中
に
潜
在
し
な
が
ら
ま
だ
誰
も
見
た

こ
と
の
な
い
姿
を
引
き
出
し
て
見
せ
る
こ
と
の
方
が
重
要
だ
ろ
う
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
言
語
表
現
の
可
能
性
と
不
可
能
性
と
い
う
問
題
に
セ
マ
る
た
め
に

は
、
母
語
の
外
部
に
出
る
こ
と
が
一
つ
の
有
力
な
戦
略
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
外
に
出
る
方
法
は
い
ろ
い
ろ
あ
り
、
外
国
語
の
中
に
入
っ
て
み
る
と
い
う
の

は
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
方
法
に
過
ぎ
な
い
。

外
国
語
で
創
作
す
る
う
え
で
難
し
い
の
は
、
言
葉
そ
の
も
の
よ
り
も
、
偏
見
と
戦
う
こ
と
だ
ろ
う
。
外
国
語
と
の
つ
き
あ
い
は
、「
上
手
」「
下
手
」と
い
う
基

準
で
計
る
も
の
だ
と
思
っ
て
い
る
人
が
ド
イ
ツ
に
も
日
本
に
も
た
く
さ
ん
い
る
。
日
本
語
で
芸
術
表
現
し
て
い
る
人
間
に
対
し
て
、「
日
本
語
が
と
て
も
お
上

手
で
す
ね
」な
ど
と
言
う
の
は
、
ゴ
ッ
ホ
に
向
か
っ
て「
ひ
ま
わ
り
の
描
き
方
が
と
て
も
お
上
手
で
す
ね
」と
言
う
よ
う
な
も
の
で
と
て
も
変
な
の
だ
が
、
ま
じ

め
な
顔
を
し
て
そ
う
い
う
こ
と
を
言
う
人
が
結
構
い
る
。
創
作
者
が
外
国
人
だ
と
、
急
に
、「
上
手
」「
下
手
」と
い
う
基
準
で
見
て
し
ま
う
ら
し
い
。

日
本
人
が
外
国
語
と
接
す
る
時
に
は
特
に
そ
の
言
語
を
自
分
に
と
っ
て
ど
う
い
う
意
味
を
持
つ
も
の
に
し
て
い
き
た
い
の
か
を
考
え
な
い
で
勉
強
し
て
い
る

こ
と
が
多
い
よ
う
に
思
う
。

Ｂ

、
上う

手ま

い
、
下
手
だ
け
が
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
歴
史
的
背
景
も
あ
る
だ
ろ
う
。
特
に
英
語

や
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
西
洋
の
言
語
は
、
日
本
社
会
の
内
部
で
の
階
級
差
別
の
道
具
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
英
語
が
下
手
だ
と
入
試
に
落
ち
て
一
流
大
学
に
行

け
な
い
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
も
っ
と
バ
ク
ゼ
ン
と
し
た「
階
級
意
識
」の
演
出
に
外
国
語
が
使
わ
れ
る
こ
と
が
今
で
も
あ
る
。
最
近
日
本
の
マ
ン
ガ

を
読
ん
で
い
た
ら「
こ
の
フ
レ
ン
チ
・
レ
ス
ト
ラ
ン
は
メ
ニ
ュ
ー
も
す
べ
て
フ
ラ
ン
ス
語
の
み
、
高
級
な
客
し
か
相
手
に
し
な
い
」と
い
う
文
章
が
あ
っ
た
。
外

国
語
を
習
う
こ
と
、
留
学
す
る
と
い
う
こ
と
は「
高
級
に
」な
る
こ
と
、
つ
ま
り
普
通
の
人
と
差
を
つ
け
て
、
国
内
で
階
級
を
上
へ
這は

い
上
が
る
と
い
う
象
徴
的

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
ら
し
い
。

Ｃ

、
誰
が
上
手
で
誰
が
下
手
か
と
い
う
こ
と
が
確
実
に
言
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
決
定
す
る
権
威
が
自
分

た
ち
で
は
な
く
、
ど
こ
か「
外
部
の
上
の
方
」に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
権
威
は
日
本
で
抽
象
化
さ
れ
た「
西
洋
人
」の
偶
像
で
あ
り
、
そ
の
権
威
が
、

自
分
の
言
葉
が「
上
手
」か
ど
う
か
を
決
め
て
く
れ
る
、
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
そ
れ
は
家
元
制
度
的
な
発
想
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
植
民
地
的
な
発
想
だ
と

言
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
家
元
制
度
で
は
師
匠
は
組
織
の
内
部
の
人
間
だ
し
、
抽
象
化
さ
れ
た
偶
像
で
は
な
く
一
応
血
の
通
っ
た
ひ
と
り
の
人
間
だ
か
ら

だ
。
抽
象
化
さ
れ
た「
西
洋
人
」を
権
威
機
関
と
し
て
崇あ
が

め
る
と
い
う
こ
と
は
、
具
体
的
な
西
洋
出
身
の
個
人
を
無
視
す
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
実
際
に
生

き
て
い
る
生
身
の
西
洋
人
は
、
ト
ル
コ
系
ド
イ
ツ
人
、
韓
国
系
ド
イ
ツ
人
、
イ
ン
ド
系
イ
ギ
リ
ス
人
や
、
ベ
ト
ナ
ム
系
フ
ラ
ン
ス
人
、
ア
フ
リ
カ
系
ア
メ
リ
カ

人
、
日
系
ア
メ
リ
カ
人
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
人
た
ち
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
が
、
そ
う
い
う
多
様
性
が
あ
っ
て
は
、「
西
洋
」が
差
別
の
機
械
と
し
て
機
能
し
な
い

問
題
二

ａ

ｂ

ｃ

ｄ
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の
で
、
生
身
の
西
洋
人
は
無
視
し
、
自
分
の
頭
に
思
い
描
い
て
い
る「
西
洋
人
」像
を
保
持
す
る
と
い
う
よ
う
な
状
況
が
、
ご
く
最
近
ま
で
日
本
に
あ
っ
た
よ
う

な
気
が
す
る
。

も
う
二
十
年
以
上
も
前
に
な
る
が
、
ま
だ
日
本
に
住
ん
で
い
た
頃
、
ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
で「
車
に
轢ひ

か
れ
た
犬
」と
い
う
映
画
を
見
た
。
日
本
で
暮
ら
す
西

ア
フ
リ
カ
か
ら
来
た
日
本
文
化
研
究
者
の
話
だ
が
、
彼
は
、
日
本
に
住
ん
で
い
る
フ
ラ
ン
ス
人
た
ち
に
は「
ア
フ
リ
カ
に
は
餓
死
し
て
い
る
人
が
い
る
の
に
君

は
日
本
学
な
ん
か
や
っ
て
い
て
い
い
の
か
」と
言
わ
れ
、
飲
み
屋
で
は
酔
っ
ぱ
ら
っ
た
日
本
人
に「
ア
フ
リ
カ
で
は
人
の
肉
を
食
う
っ
て
本
当
で
す
か
？
」と
聞

か
れ
、
か
っ
と
な
っ
て
テ
ー
ブ
ル
を
ひ
っ
く
り
返
し
て
し
ま
う
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
教
え
る
ア
ル
バ
イ
ト
を
し
よ
う
と
し
て
広
告
を
出
す
と
、
希
望
者
の
若
い
日

本
人
女
性
が
家
に
訪
ね
て
来
る
が
、
彼
が
ア
フ
リ
カ
人
で
あ
る
の
を
見
る
と
驚
い
て
走
っ
て
逃
げ
て
行
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
シ
ー
ン
は
、
日
本
人
が「
フ
ラ
ン

ス
語
」と
い
う
も
の
に
背
負
わ
せ
て
い
る
ク
ッ
セ
ツ
し
た
願
望
と
、
劣
等
感
か
ら
来
る
自
覚
症
状
の
な
い
不
安
を
鋭
く
照
ら
し
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
っ
た
。

「
自
分
た
ち
は
ア
フ
リ
カ
と
同
じ
く
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
勝
手
に
野
蛮
人
と
見
な
し
て
い
た
ア
ジ
ア
の
人
間
で
あ
る
が
、
今
は
金
持
ち
に
な
っ
た
の
で
、
そ
の
お

金
で
高
い
授
業
料
を
払
っ
て
フ
ラ
ン
ス
語
を
習
う
こ
と
で
、
野
蛮
人
で
は
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
た
い
」と
無
意
識
に
思
っ
て
い
る
の
に
、
よ
り
に
よ
っ
て
野

蛮
人
と
思
わ
れ
続
け
た
被
害
者
の
代
表
と
も
言
え
る
ア
フ
リ
カ
人
が
フ
ラ
ン
ス
語
の
教
師
と
し
て
姿
を
現
し
た
の
で
、
あ
わ
て
て
逃
げ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。

こ
れ
は
つ
ま
り
、
日
本
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
野
蛮
観
を
な
ぜ
か
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
妙
な
劣
等
感
は
、
経
済

成
長
に
よ
っ
て
イ
ン
ペ
イ
さ
れ
は
し
た
が
、
消
え
て
な
く
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
人
が
野
蛮
人
で
は
な
い
理
由
は
、
革
靴
だ
け
が
文
明
な
の
で
は
な
く

足
袋
も
文
明
な
の
だ
と
い
う
単
純
な
理
由
か
ら
な
の
だ
が
、
そ
う
い
う
考
察
は
省
略
さ
れ
て
し
ま
っ
て
、
日
本
人
は
お
金
を
持
っ
て
い
る
か
ら
野
蛮
人
で
は
な

い
、
と
い
う
変
な
形
で
傷
を
癒
そ
う
と
し
て
い
た
時
代
に
、
わ
た
し
は
ま
さ
に
生
ま
れ
育
っ
た
こ
と
に
な
る
。
わ
た
し
が
ド
イ
ツ
に
移
住
し
た
一
九
八
〇
年
代

に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
高
級
品
を
買
い
漁あ
さ

っ
た
り
、
高
級
レ
ス
ト
ラ
ン
に
行
く
の
が
日
本
人
ば
か
り
で
あ
る
こ
と
を
中
年
以
上
の
日
本
人
自
身
が
変
に
強
調
し

た
が
っ
た
の
は
、
そ
れ
で
潜
在
的
劣
等
感
の
巻
き
起
こ
す
ス
ト
レ
ス
が
解
消
さ
れ
た
か
ら
だ
ろ
う
。
泡
立
つ
バ
ブ
ル
の
泡あ
ぶ
く

銭ぜ
に

を
使
っ
て
贅ぜ

い

沢た
く

し
て
楽
し
ん
だ

と
い
う
な
ら
分
か
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
買
い
物
熱
に
は
、
怨う
ら

み
を
金
で
晴
ら
す
と
い
う
よ
う
な
攻
撃
性
が
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
中
心
主
義
を
外
か
ら
見
て
無
力
化
す
る
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
て
し
ま
っ
た
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
を
消
費
者
の
文
明
と
し
て
の
み
捉
え
自
分
た
ち
を

そ
の
一
部
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
一
般
化
し
、
歴
史
が
消
し
ゴ
ム
の
カ
ス
に
な
っ
て
机
の
下
に
払
い
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
た
と
え

ば
、
最
近
の
日
本
人
は「
ア
ジ
ア
に
行
く
」な
ど
と
言
う
。
わ
た
し
な
ど
は「
え
、
ど
う
い
う
意
味
？
」と
驚
く
が
、
彼
ら
に
と
っ
て「
ア
ジ
ア
」に
は
日
本
が
入
っ

て
い
な
い
か
ら
、
こ
の
言
い
方
は
お
か
し
く
な
い
の
だ
そ
う
だ
。
ア
ジ
ア
を
地
理
的
、
歴
史
的
に
捉
え
ず
、
経
済
的
な
単
位
と
し
て
捉
え
て
い
る
ら
し
い
。

日
本
の
劣
等
感
を
取
り
上
げ
る
の
は

Ｄ

で
、
今
の
人
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
問
題
に
し
て
い
な
い
、
と
言
う
人
が
よ
く
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
語
を
学

ぶ
の
は
単
に
楽
し
い
か
ら
、
パ
リ
に
行
く
の
は
買
い
た
い
も
の
が
あ
る
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
料
理
を
食
べ
る
の
は
単
に
美お

味い

し
い
か
ら
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
、

（
注
1
）

ｅ

ｆ

ｇ

（
注
2
）

ｈ
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も
う
劣
等
感
も
怨
み
も
ど
こ
に
も
な
い
、
何
も
難
し
い
こ
と
な
ど
考
え
る
必
要
は
な
い
の
だ
、
と
。
で
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
日
本
の
ね
じ
れ
た
国
粋

主
義
の
問
題
は
、
乗
り
越
え
ら
れ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
、
実
際
に
は
手
つ
か
ず
の
ま
ま
一
万
円
札
の
下
に
埋
ま
っ
て
い
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
経
済

危
機
の
時
代
が
、
そ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
直
す
い
い
機
会
に
な
れ
ば
、
バ
ブ
ル
も
は
じ
け
が
い
が
あ
っ
た
と
い
う
も
の
だ
と
思
う
が
、
な
か
な
か
そ
う

も
い
か
な
い
よ
う
だ
。
バ
ブ
ル
が
は
じ
け
れ
ば
今
度
は
、
フ
ラ
ン
ス
語
な
ど
の「
外
国
語
」は
単
な
る
飾
り
で
あ
り
贅
沢
品
だ
か
ら
や
め
て
、
本
当
の
ビ
ジ
ネ
ス

に
役
立
つ
英
語
だ
け
や
っ
て
い
れ
ば
い
い
、
と
い
う
ホ
ウ
シ
ン
に
無
反
省
に
移
行
し
て
し
ま
う
傾
向
が
出
て
く
る
。

Ｅ

、
日
本
の
大
学
は
英
語
以
外

の
外
国
語
教
育
の
予
算
を
ど
ん
ど
ん
削
っ
て
い
る
ら
し
い
。

外
国
語
を
や
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
本
気
で
考
え
な
け
れ
ば
、
外
国
語
を
勉
強
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
国
の
御
都
合
主
義
に
ふ
り
ま
わ
さ
れ
続
け
る
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
セ
ネ
ガ
ル
か
ら
の
帰
り
の
飛
行
機
の
中
で
、
エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
の
出
し
て
く
れ
た
美
味
し
い
お
菓
子
を
食
べ
な
が
ら
、
わ
た
し
は
そ

ん
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
。

（
多た

和わ

田だ

葉よ
う

子こ『
エ
ク
ソ
フ
ォ
ニ
ー　

母
語
の
外
へ
出
る
旅
』に
よ
る
）

（
注
）　

1　

ア
テ
ネ
・
フ
ラ
ン
セ
…
…
一
九
一
三
年
創
立
の
、
東
京
・
お
茶
の
水
に
あ
る
語
学
専
門
学
校
。

 

2　

バ
ブ
ル
…
…
一
九
八
六
年
〜
一
九
九
〇
年
頃
に
か
け
、
日
本
で
起
き
た
株
価
や
地
価
な
ど
の
急
激
な
上
昇
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
好
景
気
の
こ
と
。

 

3　

エ
ー
ル
・
フ
ラ
ン
ス
…
…
フ
ラ
ン
ス
の
航
空
会
社
。

問
一　

空
欄

Ａ

〜

Ｃ

・

Ｅ

に
あ
て
は
ま
る
接
続
語
の
組
み
合
わ
せ
は
ど
れ
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を

一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

18

。

1　

Ａ　

し
た
が
っ
て　
　
　

Ｂ　

さ
ら
に　
　
　

Ｃ　

と
こ
ろ
で　
　
　

Ｅ　

そ
れ
で

2　

Ａ　

し
か
し　
　
　
　
　

Ｂ　

す
る
と　
　
　

Ｃ　

す
な
わ
ち　
　
　

Ｅ　

ま
た

3　

Ａ　

あ
る
い
は　
　
　
　

Ｂ　

つ
ま
り　
　
　

Ｃ　

と
こ
ろ
で　
　
　

Ｅ　

と
は
い
え

4　

Ａ　

む
し
ろ　
　
　
　
　

Ｂ　

す
る
と　
　
　

Ｃ　

し
か
も　
　
　
　

Ｅ　

そ
れ
で

ｉ

ｊ

ｋ

（
注
3
）
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問
二　

傍
線
部
ａ
・
ｃ
・
ｅ
・
ｆ
・
ｊ
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
マ
ー

ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

19

〜

23

。

ａ「
セ
マ
る
」

1　

ヘ
ン
キ
ョ
ウ
な
考
え
に
と
ら
わ
れ
る
。

2　

物
価
高
で
生
活
が
キ
ュ
ウ
ハ
ク
す
る
。

3　

ハ
ク
シ
キ
な
人
と
話
す
と
楽
し
い
。

4　

問
題
を
起
こ
し
た
人
を
ナ
ン
キ
ツ
す
る
。

ｃ「
バ
ク
ゼ
ン
」

1　

モ
ウ
バ
ク
に
よ
り
、
民
間
人
が
犠
牲
と
な
っ
た
。

2　

悪
事
が
バ
ク
ロ
さ
れ
た
後
、
組
織
は
立
ち
直
っ
た
。

3　

サ
バ
ク
へ
の
旅
番
組
を
楽
し
む
。

4　

江
戸
末
期
の
サ
バ
ク
派
に
つ
い
て
調
べ
る
。

ｅ「
ク
ッ
セ
ツ
」

1　

話
が
ま
と
ま
ら
な
か
っ
た
が
、
セ
ッ
チ
ュ
ウ
案
に
落
ち
着
い
た
。

2　

避
暑
地
を
訪
れ
、
セ
ツ
ナ
的
な
楽
し
み
を
追
い
か
け
た
。

3　

せ
ち
が
ら
い
ジ
セ
ツ
と
な
っ
た
も
の
だ
。

4　

こ
の
街
の
有
力
者
と
セ
ッ
シ
ョ
ク
し
た
。

ｆ「
イ
ン
ペ
イ
」

1　

彼
の
表
情
に
は
本
心
が
イ
ン
ケ
ン
し
て
い
た
。

2　

皇
帝
が
大
臣
を
イ
ン
ケ
ン
し
た
。

3　

月
の
満
ち
欠
け
を
基
準
に
作
っ
た
暦
を
イ
ン
レ
キ
と
い
う
。

4　

イ
ン
リ
ツ
が
整
っ
た
美
し
い
詩
を
味
わ
う
。



（ 2─ 27　国語）13（ ）

ｊ「
ホ
ウ
シ
ン
」

1　

国
の
イ
シ
ン
を
賭
け
て
戦
っ
た
。

2　

子
ど
も
の
シ
ン
ロ
に
つ
い
て
相
談
す
る
。

3　

船
は
、
北
北
西
に
シ
ン
ロ
を
と
っ
た
。

4　

シ
ン
チ
ョ
ウ
に
計
画
を
す
す
め
た
。

問
三　

傍
線
部
ｂ「
と
て
も
変
」と
あ
る
が
、「
変
」で
あ
る
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答

番
号
は

24

。

1　

ゴ
ッ
ホ
の
芸
術
的
モ
チ
ー
フ
は
ひ
ま
わ
り
だ
け
で
は
な
い
の
に
、
ひ
ま
わ
り
の
画
家
だ
と
決
め
つ
け
て
い
る
か
ら
。

2　

あ
る
外
国
語
が
堪
能
な
人
を
容
易
に
褒
め
る
こ
と
は
、
有
名
画
家
に
軽
々
し
く
声
を
掛
け
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
。

3　

相
手
が
外
国
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
素
人
が
偉
大
な
芸
術
家
に
近
づ
く
こ
と
は
非
常
識
だ
か
ら
。

4　

芸
術
表
現
と
は
、「
上
手
」「
下
手
」と
い
う
基
準
で
評
価
を
下
す
こ
と
の
で
き
る
類
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
。

問
四　

傍
線
部
ｄ「
家
元
制
度
的
な
発
想
と
言
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
植
民
地
的
な
発
想
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
発
想
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら

最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

25

。

1　

現
実
に
生
き
る「
西
洋
人
」よ
り
も
、
差
別
の
尺
度
と
し
て
打
ち
立
て
た「
西
洋
」の
概
念
に
、
自
分
た
ち
の
言
語
能
力
に
対
す
る
評
価
を
ゆ
だ
ね
る
と

い
う
発
想
。

2　

抽
象
化
さ
れ
た「
西
洋
人
」よ
り
も
、
階
級
差
別
の
道
具
と
し
て
存
在
す
る
生
身
の「
西
洋
人
」た
ち
を
崇
拝
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
国
際
的
な
評

価
を
高
め
よ
う
と
す
る
発
想
。

3　

血
の
通
っ
た
生
身
の
人
間
で
あ
る「
西
洋
人
」た
ち
に
は
多
様
性
が
あ
る
が
、
彼
ら
を
差
別
の
機
械
と
み
な
し
、
劣
等
感
を
抱
く
こ
と
で
、
自
分
た
ち

を
再
確
認
す
る
べ
き
だ
と
い
う
発
想
。

4　

組
織
内
部
の
師
匠
的
存
在
と
し
て
抽
象
化
さ
れ
た「
西
洋
人
」に
激
し
い
憧
れ
の
念
を
抱
き
、「
西
洋
」の
言
語
を
習
う
こ
と
で
、
普
通
の
人
に
差
を
つ

け
出
世
し
た
い
と
い
う
発
想
。
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問
五　

傍
線
部
ｇ「
そ
う
い
う
考
察
」と
あ
る
が
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
考
察
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な

さ
い
。
解
答
番
号
は

26

。

1　

服
飾
文
化
の
差
異
か
ら
、
東
西
の
文
明
を
広
く
捉
え
て
い
く
た
め
の
考
察
。

2　

経
済
と
文
明
と
を
結
び
つ
け
た
時
に
見
え
て
く
る
も
の
を
追
究
す
る
考
察
。

3　

文
明
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
化
の
み
を
指
す
の
で
は
な
い
と
い
う
考
察
。

4　

日
本
人
が
非
文
明
人
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
考
察
。

問
六　

傍
線
部
ｈ「
歴
史
が
消
し
ゴ
ム
の
カ
ス
に
な
っ
て
机
の
下
に
払
い
捨
て
ら
れ
て
し
ま
っ
た
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
1
〜
4
の

う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

27

。

1　

日
本
人
の
間
で
、
経
済
的
観
点
か
ら
の
み
世
界
を
捉
え
る
見
方
が
普
遍
化
し
た
こ
と
で
、
日
本
人
の
劣
等
感
が
生
み
出
さ
れ
た
歴
史
的
背
景
が
省
み

ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。

2　

ア
ジ
ア
に
日
本
を
数
え
る
こ
と
な
く
、
日
本
も
西
洋
文
明
の
担
い
手
で
あ
る
と
考
え
る
日
本
人
が
急
増
し
た
こ
と
で
、
歴
史
的
真
実
が
ま
っ
た
く
価

値
を
見み

出い
だ

さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。

3　

ア
ジ
ア
の
歴
史
や
文
明
よ
り
も
、
消
費
者
文
明
と
し
て
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
明
に
価
値
が
お
か
れ
、
学
校
教
育
で
学
ん
だ
ア
ジ
ア
の
歴
史
も
定
着
す
る

ど
こ
ろ
か
軽
ん
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

4　

戦
後
、
西
洋
の
文
化
や
言
語
の
み
を
崇
拝
す
る
日
本
人
が
一
般
化
し
た
こ
と
で
、
人
類
全
体
の
歴
史
を
学
ぶ
こ
と
の
意
味
自
体
が
疑
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
。

問
七　

空
欄

Ｄ

に
あ
て
は
ま
る
四
字
熟
語
は
な
に
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

28

。

1　

付
和
雷
同

2　

時
代
錯
誤

3　

我
田
引
水

4　

傲
岸
不
遜
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問
八　

傍
線
部
ｉ「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
主
義
と
日
本
の
ね
じ
れ
た
国
粋
主
義
の
問
題
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最

も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

29

。

1　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
世
界
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
対
し
劣
等
感
を
抱
き
つ
つ
も
、
日
本
は
ア
ジ
ア
に
は
含
ま
れ
ず
西
洋
文
明
を
創
り
上
げ
て
い

る
国
家
で
あ
る
と
自
負
し
、
西
洋
文
化
を
享
受
す
る
日
本
人
が
多
い
と
い
う
こ
と
。

2　

戦
前
か
ら
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
引
き
ず
り
つ
つ
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
中
心
と
し
た
文
明
に
強
い
憧
れ
を
抱
か
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、
西
洋
文
明
の
消

費
者
と
し
て
の
自
身
を
追
究
し
続
け
る
日
本
人
が
増
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

3　

西
洋
的
な
文
明
観
を
批
判
す
る
こ
と
な
く
受
け
入
れ
た
う
え
で
、
西
洋
文
明
を
消
費
し
う
る
国
家
の
国
民
で
あ
る
と
い
う
自
負
を
持
つ
こ
と
に
よ

り
、
日
本
で
は
経
済
的
優
位
性
に
偏
重
し
た
観
点
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
。

4　

ア
ジ
ア
を
他
者
と
み
な
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
世
界
の
中
心
と
し
て
捉
え
、
自
身
も
西
洋
文
明
に
同
化
す
る
こ
と
で
、
国
家
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
求
め
よ
う
と
す
る
日
本
の
あ
り
方
は
問
題
だ
と
い
う
こ
と
。

問
九　

傍
線
部
ｋ「
外
国
語
を
や
る
こ
と
の
意
味
に
つ
い
て
本
気
で
考
え
な
け
れ
ば
、
外
国
語
を
勉
強
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
国
の
御
都
合
主
義
に
ふ
り
ま

わ
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
」と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

30

。

1　

日
本
社
会
で
は
、
学
習
対
象
と
な
る
外
国
語
は
国
力
を
有
す
る
国
の
言
語
に
限
ら
れ
て
き
た
が
、
国
の
教
育
政
策
は
常
に
変
わ
る
た
め
、
自
分
自
身

が
ど
ん
な
言
語
を
学
び
た
い
か
と
い
う
こ
と
を
熟
慮
す
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
。

2　

日
本
社
会
で
は
、
外
国
語
の
習
得
は
階
級
を
這
い
上
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
り
、
国
と
し
て
も
ビ
ジ
ネ
ス
に
役
立
つ
言
語
に
注
力
す
る
傾
向
が
あ
る
た

め
、
自
身
に
と
っ
て
の
外
国
語
学
習
の
意
味
を
明
確
に
し
な
け
れ
ば
、
外
部
の
価
値
観
に
流
さ
れ
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

3　

日
本
社
会
で
は
、
単
に
楽
し
い
か
ら
と
い
う
理
由
で
外
国
語
を
学
ぶ
人
が
増
え
て
い
る
が
、
将
来
性
や
政
治
に
つ
い
て
自
分
自
身
で
考
え
な
け
れ

ば
、
い
つ
の
ま
に
か
外
国
語
教
育
の
予
算
は
削
ら
れ
、
英
語
に
偏
重
し
た
教
育
し
か
受
け
ら
れ
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。

4　

日
本
社
会
で
は
、
西
洋
の
言
語
を
学
ぶ
と
い
う
こ
と
は
高
級
な
人
間
に
な
る
た
め
に
必
要
な
ス
テ
ッ
プ
で
あ
っ
た
が
、
自
身
で
外
国
語
学
習
の
意
味

を
考
え
な
け
れ
ば
、
単
に
国
益
を
生
み
出
す
た
め
の
歯
車
と
し
て
使
い
捨
て
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
。



（ 2─ 27　国語）16（ ）

次ページ以降にも問題があります。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

鎌
倉
は
、
不
思
議
な「
古
都
」で
あ
る
。
現
在
の
鎌
倉
は
、
東
京
か
ら
電
車
で
一
時
間
ほ
ど
で
到
着
す
る
こ
と
が
で
き
、
人
口
十
七
万
人
の
小
都
市
で
あ
り
な

が
ら
、
年
間
二
千
万
人
も
の
観
光
客
が
訪
れ
る
、
首
都
圏
有
数
の
観
光
地
と
な
っ
て
い
る
。
駅
前
の
小こ

町ま
ち

通
り
は
、
食
べ
歩
き
を
す
る
人
々
や
、
み
や
げ
も
の

を
買
う
人
々
で
賑に
ぎ

わ
っ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
そ
こ
に「
古
都
」ら
し
い
光
景
が
見
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、
ど
う
も
そ
の
よ
う
な
感
じ
で
も
な
い
。

和
食
・
和
菓
子
・
民
芸
品
・
人
力
車
な
ど
な
ど
、「
日
本
の
伝
統
文
化
」風
の
商
売
が
満
ち
溢あ
ふ

れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
は
日
本
各
地
の
観
光
地
で
見
ら
れ
る
一

般
的
な「
和
テ
イ
ス
ト
」に
過
ぎ
ず
、
鎌
倉
独
自
の
歴
史
が
反
映
さ
れ
た
も
の
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

Ａ

、
江
戸
時
代
以
来
の
町
並
み
が
残
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
。
実
は
、
現
在
の
小
町
通
り
の
商
店
街
が
形
を
見
せ
る
の
は
、
近
代
の
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
な
の
で
あ
る
。

町
な
か
の
あ
ち
こ
ち
で
見
か
け
ら
れ
る
お
し
ゃ
れ
な
洋
館
や
レ
ト
ロ
な
商
店
は
、
鎌
倉
散
歩
の
魅
力
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
こ
れ
ま
た
明
治
以
降
の
も
の
、

多
く
は
昭
和
に
な
っ
て
か
ら
の
建
物
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
在
の
鎌
倉
が
、
江
戸
時
代
以
前
の
鎌
倉
の
姿
を
ど
れ
ほ
ど
伝
え
て
い
る
の
か
は
、
は
な
は
だ
心
も

と
な
い
の
で
あ
る
。

日
ご
ろ
、
な
に
げ
な
く
目
に
す
る「
古
都
」と
い
う
こ
と
ば
は
、
単
に「
昔
か
ら
あ
る
古
い
都
市
」ぐ
ら
い
の
意
味
で
使
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、「
都（
み
や

こ
）」を
厳
密
に
首
都
も
し
く
は
政
権
の
本
拠
地
と
い
う
意
味
で
と
ら
え
る
と
、
日
本
で
古
都
と
呼
べ
る
都
市
は
限
ら
れ
て
く
る
。

Ｂ

、
飛
鳥
・
奈
良（
平
城
京
）・
京
都（
平
安
京
）・
鎌
倉
・
江
戸
な
ど
が
、
そ
れ
に
あ
た
る
。
こ
う
し
た
都
市
が
政
権
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
日
本
の
歴
史
の
時
代
区
分
に
は
、
こ
れ
ら
の
都
市
名
を
つ
け
た「
飛
鳥
時
代
」「
奈
良
時
代
」「
平
安
時
代
」「
鎌
倉
時
代
」「
江
戸
時
代
」な
ど
の
名
称
が
使
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
鎌
倉
は
、
紛
れ
も
な
く
日
本
の
古
都
だ
と
言
え
る
の
だ
が
…
…
。

そ
も
そ
も
、「
都
市
」と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
今
ま
で
、
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
研
究
者（
私
も
含
め
て
）が
、
こ
の
問
い
に
答
え
よ
う
と
し
て
き
た
こ
と
だ
ろ
う

か
。
し
か
し
、
一
つ
の
答
え
に
た
ど
り
つ
く
に
は
い
た
っ
て
お
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
定
義
の
し
か
た
が
テ
イ
シ
ョ
ウ
さ
れ
て
い
る
の
が
現
状
だ
ろ
う
。
都
市

が
、
多
く
の
人
が
住
ん
で
い
る
集
落
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
政
治
的
に
重
要
な
場
所
で
あ
る
か
ら
人
が
集
ま
っ
て
く
る
の
か
、
ま
た
は
経

済
的
に
重
要
な
場
所
で
あ
る
か
ら
人
が
集
ま
っ
て
く
る
の
か
、
ど
ち
ら
の
側
面
を
重
視
す
る
か
で
都
市
の
定
義
の
し
か
た
が
大
き
く
分
か
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
日
本
の
中
世（
鎌
倉
時
代
か
ら
戦
国
時
代
）で
は
、
各
地
に
市
や
宿
や
港
な
ど
の
交
易
の
拠
点
に
人
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た

中
小
の
交
易
集
落
を
経
済
的
側
面
か
ら「
都
市
」と
定
義
す
れ
ば
、
中
世
は
数
え
切
れ
な
い
ほ
ど
多
く
の
都
市
が
存
在
し
た
時
代
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
っ

ぽ
う
で
、
都
市
の
政
治
的
側
面
を
重
視
し
て
、「
都
市
」と
は
公
権
力
の
拠
点
と
な
る
巨
大
集
落
で
あ
る
、
と
定
義
す
れ
ば
、
中
世
の
都
市
は
、
京
都
・
鎌
倉
、

そ
し
て
戦
国
大
名
の
城
下
町
が
代
表
的
な
も
の
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

問
題
三

ａ

ｂ

ｃ

ｄ

ｅ

ｆ
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私
は
、
こ
れ
ま
で
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
前
者
の
経
済
的
な
側
面
を
重
視
し
て
都
市
を
考
え
て
き
た
が
、
最
近
は
、
後
者
の
政
治
的
側
面
を
重
視
す
る
こ
と

で
見
え
て
く
る
も
の
も
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
政
治
的
定
義
か
ら
み
れ
ば
、
さ
き
ほ
ど
の
厳
密
な
意
味
で
の「
古
都
」こ
そ
が
、
時
代
を
代
表
す
る
都
市

で
あ
り
、
鎌
倉
が
鎌
倉
時
代
を
代
表
す
る
政
治
都
市
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
同
じ
よ
う
な「
古
都
」で
あ
る
奈
良
・
京
都
と
比
較
す
る
と
、
鎌
倉
に
は「
政
権
の
本
拠
」の
痕こ
ん

跡せ
き

が
き
わ
め
て
薄
い
。
奈
良
に
は
、
平
城
京

の
中
心
で
あ
り
天
皇
の
居
所
で
あ
る
平
城
宮
跡
が
広
大
な
歴
史
公
園
と
し
て
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
お
り
、
東
大
寺
・
薬
師
寺
・
唐と
う

招し
ょ
う

提だ
い

寺じ

・
法
隆
寺
な
ど
に

は
奈
良
時
代
以
来
の
建
築
も
現
存
し
て
い
る
。
京
都
に
は
、
平
安
京
の
中
心
で
あ
っ
た
天
皇
の
内
裏
の
ユ
イ
シ
ョ
を
受
け
継
ぐ
京
都
御
所
が
現
役
で
存
在
し
、

多
少
の
変
化
は
あ
る
も
の
の
、
平
安
京
の
大お
お

路じ

・
小こ

う

路じ

を
受
け
継
ぐ
ゴ
バ
ン
の
目
状
の
道
路
網
が
残
さ
れ
て
い
る
。

Ｃ

、
政
治
都
市
鎌
倉
の
中
心
で
、「
古
都
」の
源
泉
と
も
言
う
べ
き
将
軍
の
御
所（
幕
府
）の
跡
は
、
明
確
な
範
囲
も
確
定
し
て
お
ら
ず
、
史
跡
や
公

園
な
ど
の
オ
ー
プ
ン
ス
ペ
ー
ス
と
し
て
保
存
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
地
を
訪
れ
て
も
、
わ
ず
か
に
道
の
傍
に
石
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
ば
か
り
で
あ

る
。
現
在
の
鎌
倉
に
、
鎌
倉
時
代
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
と
言
え
ば
、
若
宮
大
路
と
鎌
倉
大
仏
、
和わ

賀か

江え
の

島し
ま

く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
残
念
な

が
ら
政
権（
幕
府
）の
本
拠
と
直
接
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
奈
良
・
京
都
と
異
な
っ
て
、
鎌
倉
に
は
か
つ
て
の
政
権
の
拠
点
を
偲し
の

ぶ
史
跡
が
な
い

の
で
あ
る
。

世
界
遺
産
登
録
を
め
ざ
し
て
い
た「
武
家
の
古
都
・
鎌
倉
」が
平
成
二
十
五
年（
二
〇
一
三
）に
あ
え
な
く
落
選
し
て
し
ま
っ
た
の
も
、
要
す
る
に
、
現
在
残
る

史
跡
だ
け
で
は「
武
家
の
古
都
」を
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

鎌
倉
が
奈
良
・
京
都
と
比
較
し
て
違
う
点
は
、
ほ
か
に
も
あ
る
。
そ
れ
は
、
鎌
倉
が
海
に
面
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
で
は
古
代
の
難な
に
わ波

京き
ょ
う

や
中
世
の
福ふ

く

原は
ら

京き
ょ
う

な
ど
を
除
け
ば
、
あ
る
程
度
継
続
的
に
都
が
海
沿
い
に
設
け
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。

Ｄ

、
海
の
あ
る
古
都
鎌
倉

の
事
例
は
、
き
わ
め
て
珍
し
い
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
現
在
の
鎌
倉
は
、
海
水
浴
・
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
の
ス
ポ
ッ
ト
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
こ
と
で
、
開
放
的

で
、「
古
都
を
名
乗
る
わ
り
に
は
、
古
臭
く
な
い
」と
い
う
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ｅ

、
人
々
は
単
に「
海
沿
い
の
、
お
し
ゃ
れ
で
美
味
し
い
も
の
が
食
べ
ら
れ
る
町
」と
し
て
鎌
倉
を
訪
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
よ
う
で
あ
る
。
街
頭

ア
ン
ケ
ー
ト
に
基
づ
く
観
光
客
の
訪
問
先
ラ
ン
キ
ン
グ
で
は
、
鶴つ
る
が

岡お
か

八は
ち

幡ま
ん

宮ぐ
う

と
鎌
倉
大
仏
が
上
位
を
占
め
て
い
る
。
鎌
倉
の
歴
史
を
象
徴
す
る
寺
社
、
こ
れ
が

鎌
倉
観
光
の
核
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
鎌
倉
時
代
の
史
跡
と
は
無
関
係
で
は
あ
る
も
の
の
、
黒
板
塀
や
緑
の
生
垣
が
続
く
落
ち
着
い
た
住
宅
街

は
歴
史
の
重
み
を
感
じ
さ
せ
る
。
古
都
の
よ
う
な
、
古
都
で
は
な
い
よ
う
な
、
な
ん
と
も
表
現
す
る
こ
と
が
難
し
い「
ま
ち
の
佇た
た
ず

ま
い
」こ
そ
が
、
鎌
倉
の
最
大
の

魅
力
で
あ
ろ
う
。「
古
都
」ら
し
く
な
い
古
都
鎌
倉
、
そ
の
魅
力
の
秘
密
は
、
都
市
鎌
倉
の
歴
史
を
通
し
て
見
る
こ
と
で
わ
か
っ
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

（
高た
か

橋は
し

慎し
ん

一い
ち

朗ろ
う『
幻
想
の
都　

鎌
倉　

都
市
と
し
て
の
歴
史
を
た
ど
る
』に
よ
る
）

ｇ

ｈ

ｉ

ｊ

ｋ
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問
一　

傍
線
部
ａ「
鎌
倉
は
、
不
思
議
な「
古
都
」で
あ
る
」と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
点
か
ら
そ
の
よ
う
に
言
え
る
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な

も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

31

。

1　

東
京
か
ら
近
い
、
人
口
十
七
万
人
の
小
都
市
な
の
に
、
多
く
の
観
光
客
が
訪
れ
る
観
光
地
で
あ
る
か
ら
。

2　
「
日
本
の
伝
統
文
化
」風
の
商
売
が
満
ち
溢
れ
て
い
る
か
ら
。

3　

江
戸
時
代
以
来
の
町
並
み
が
残
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
。

4　

鎌
倉
独
自
の
歴
史
が
反
映
さ
れ
た
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
か
ら
。

問
二　

空
欄

Ａ

〜

Ｅ

に
あ
て
は
ま
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
は
ど
れ
か
。
次
の
1
〜
5
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク

し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

32

。

1　

Ａ　

ま
し
て
や　
　
　

Ｂ　

た
と
え
ば　
　
　
　

Ｃ　

お
そ
ら
く　
　
　
　
　
　

Ｄ　

し
た
が
っ
て　
　
　
　
　

Ｅ　

な
ぜ
な
ら

2　

Ａ　

ま
し
て
や　
　
　

Ｂ　

た
と
え
ば　
　
　
　

Ｃ　

い
っ
ぽ
う　
　
　
　
　
　

Ｄ　

し
た
が
っ
て　
　
　
　
　

Ｅ　

に
も
か
か
わ
ら
ず

3　

Ａ　

た
と
え
ば　
　
　

Ｂ　

お
そ
ら
く　
　
　
　

Ｃ　

し
た
が
っ
て　
　
　
　
　

Ｄ　

に
も
か
か
わ
ら
ず　
　
　

Ｅ　

な
ぜ
な
ら

4　

Ａ　

な
ぜ
な
ら　
　
　

Ｂ　

し
た
が
っ
て　
　
　

Ｃ　

い
っ
ぽ
う　
　
　
　
　
　

Ｄ　

お
そ
ら
く　
　
　
　
　
　

Ｅ　

と
こ
ろ
で

5　

Ａ　

お
そ
ら
く　
　
　

Ｂ　

な
ぜ
な
ら　
　
　
　

Ｃ　

に
も
か
か
わ
ら
ず　
　
　

Ｄ　

た
と
え
ば　
　
　
　
　
　

Ｅ　

し
た
が
っ
て

問
三　

傍
線
部
ｂ
・
ｄ
の
語
句
の
意
味
は
な
に
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号

は

33

・

34

。

ｂ「
心
も
と
な
い
」

1　

安
心
で
あ
る

2　

残
念
で
あ
る

3　

不
安
で
あ
る

4　

待
ち
遠
し
い
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ｄ「
紛
れ
も
な
く
」

1　

間
違
い
よ
う
も
な
く

2　

気
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く

3　

他
の
も
の
に
混
じ
っ
て
、
わ
か
ら
な
く
な
る
こ
と
な
く

4　

区
別
が
つ
け
に
く
く
な
く

問
四　

傍
線
部
ｃ「
そ
の
意
味
」と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号

は

35

。

1　

日
本
の
政
権
の
本
拠
地
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
。

2　

昔
か
ら
あ
る
古
い
都
市
と
い
う
意
味
。

3　

江
戸
時
代
以
前
の
姿
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
。

4　

日
本
の
首
都
で
あ
っ
た
と
い
う
意
味
。

問
五　

傍
線
部
ｅ「
そ
も
そ
も
、「
都
市
」と
は
何
で
あ
ろ
う
か
」と
あ
る
が
、
そ
の
定
義
を
す
る
に
あ
た
り
筆
者
が
必
須
の
条
件
と
考
え
て
い
る
の
は
ど
の
よ
う

な
こ
と
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

36

。

1　

交
易
の
拠
点
で
あ
る
こ
と
。

2　

経
済
的
に
重
要
な
場
所
で
あ
る
こ
と
。

3　

政
治
的
に
重
要
な
場
所
で
あ
る
こ
と
。

4　

多
く
の
人
が
住
ん
で
い
る
集
落
で
あ
る
こ
と
。
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問
六　

傍
線
部
ｆ
・
ｈ
・
ｉ
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ

い
。
解
答
番
号
は

37

〜

39

。

ｆ「
テ
イ
シ
ョ
ウ
」

1　

彼
を
中
心
に
し
て
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
シ
ョ
ウ
チ
運
動
が
行
わ
れ
た
。

2　

あ
な
た
の
ア
イ
シ
ョ
ウ
歌
は
何
で
す
か
。

3　

こ
れ
は
既
に
彼
も
リ
ョ
ウ
シ
ョ
ウ
済
み
の
こ
と
で
す
。

4　

つ
ま
ら
な
い
も
の
で
す
が
、
ゴ
シ
ョ
ウ
ラ
ン
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

ｈ「
ユ
イ
シ
ョ
」

1　

こ
の
事
故
に
つ
い
て
は
シ
ョ
セ
ツ
フ
ン
プ
ン
と
し
て
原
因
が
つ
か
め
な
い
。

2　

こ
の
シ
ョ
ホ
ウ
セ
ン
を
薬
局
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

3　

新
規
事
業
は
ま
だ
シ
ョ
に
つ
い
た
ば
か
り
だ
。

4　

ア
パ
ー
ト
の
賃
貸
契
約
書
に
は
シ
ョ
メ
イ
が
必
要
で
す
。

ｉ「
ゴ
バ
ン
」

1　

イ
ゴ
の
勝
ち
負
け
は
陣
地
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
決
ま
る
。

2　

共
通
の
敵
に
対
し
て
、
ゴ
エ
ツ
ド
ウ
シ
ュ
ウ
で
立
ち
向
か
っ
た
。

3　

彼
女
は
い
つ
も
こ
ち
ら
に
頼
っ
て
く
る
だ
け
で
、
ゴ
ジ
ョ
す
る
義
務
を
果
た
し
た
こ
と
は
一
度
も
な
い
。

4　

書
類
の
あ
て
名
を
ゴ
キ
し
た
た
め
、
応
募
締
め
切
り
に
間
に
合
わ
な
か
っ
た
。

問
七　

傍
線
部
ｇ「
同
じ
よ
う
な「
古
都
」で
あ
る
奈
良
・
京
都
」と
あ
る
が
、
鎌
倉
が
ど
の
よ
う
な
点
で
奈
良
・
京
都
と
同
じ
よ
う
だ
と
い
う
の
か
。
次
の
1
〜

4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

40

。

1　

観
光
客
が
多
く
訪
れ
る
と
い
う
点
。

2　

政
治
の
本
拠
の
痕
跡
が
き
わ
め
て
薄
い
と
い
う
点
。

3　

時
代
を
代
表
す
る
政
治
都
市
と
い
う
点
。

4　

天
皇
の
居
所
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
点
。
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問
八　

傍
線
部
ｊ「
現
在
残
る
史
跡
だ
け
で
は「
武
家
の
古
都
」を
十
分
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
」と
あ
る
が
、「
武
家
の
古
都
」を
知
る
た
め
に
は
、
ど
の
よ
う

な
も
の（
こ
と
）が
不
足
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

41

。

1　

政
権
の
拠
点
を
偲
ぶ
史
跡
。

2　

海
に
面
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
港
の
史
跡
。

3　

歴
史
の
重
み
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
な
ま
ち
の「
佇
ま
い
」。

4　

開
放
的
な
雰
囲
気
を
な
く
す
努
力
。

問
九　

傍
線
部
ｋ「「
古
都
」ら
し
く
な
い
古
都
鎌
倉
」と
あ
る
が
、
筆
者
が
そ
の
よ
う
に
言
う
理
由
と
な
っ
て
い
な
い
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
1
〜
4
の
う
ち
か

ら
一
つ
選
び
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は

42

。

1　

鎌
倉
時
代
か
ら
伝
わ
っ
て
い
る
も
の
が
ま
ち
に
あ
ま
り
残
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
。

2　

鎌
倉
時
代
の
史
跡
が
観
光
の
核
と
な
っ
て
い
る
か
ら
。

3　

古
臭
く
な
い
と
い
う
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
か
ら
。

4　

奈
良
や
京
都
な
ど
の
都
市
と
違
い
、
海
に
面
し
て
い
る
か
ら
。


