
適 
性 

検 

査 

Ⅰ

１　

問
題
は　

 　

の
み
で
、
５
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

２　

検
査
時
間
は
四
十
五
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
四
十
五
分
で
す
。

３　

声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

４　

答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
明
確
に
記
入
し
、
解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

５　

答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

６　

受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
ら
ん
に
記
入
し
な
さ
い
。

東
京
都
立
白
鷗
高
等
学
校
附
属
中
学
校

注　
　
　

意

１



問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
で
す
。
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次
の  

文
章
１  

と  

文
章
２  

を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
題
に
答
え
な
さ
い
。

　
　
（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
り
ま
す
。）

文
章
１

桜
の
咲さ

く
時
期
に
な
る
と
、
必
ず
思
い
出
す＊
歌
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ソ
メ
イ
ヨ

シ
ノ
の
並な
み

木き

の
花
が
い
っ
せ
い
に
満
開
に
な
っ
て
、
咲
い
て
る
な
あ
、
と
首
を
空
に

向
け
な
が
ら
思
い
出
す
の
は
、
次
の
歌
で
あ
る
。

　

桜
ば
な
い
の
ち
一
ぱ
い
に＊
咲
く
か
ら
に
生い
の
ち命
を
か
け
て＊
わ
が
眺な
が

め
た
り

 

＊

岡お
か

本も
と

か
の
子こ

そ
し
て
桜
満
開
の
夜
と
な
れ
ば
、
こ
の
歌
。

　
＊

清き
よ

水み
ず

へ＊
祇ぎ

園お
ん

を
よ
ぎ
る
桜
さ
く
ら

月づ
き

夜よ

こ
よ
ひ
逢
ふ
人
み
な
う
つ
く
し
き

 

＊
与よ

謝さ

野の

晶あ
き

子こ

桜
の
咲
く
こ
ろ
の
祇
園
を
訪た
ず

ね
た
こ
と
は
な
い
の
だ
が
、
脳の
う

内な
い

に
は＊

花は
な

灯あ
か

り
の

下
を
、
浮う

か
れ
た
よ
う
な
、＊
ほ
ろ
酔よ

い
の
よ
う
な
表
情
を
浮う

か
べ
て
道
を
歩
く
人ひ
と

々び
と 

の
、
う
つ
く
し
い
顔
が
く
っ
き
り
と
浮
か
ぶ
。
夜
桜
見
物
を
一
度
だ
け
し
た
こ
と
が

あ
る
が
、
結
構
寒
く
て
、
じ
っ
と
座す
わ

っ
て
る
と
ガ
タ
ガ
タ
震ふ
る

え
て
く
る
し
鼻
水
は

出
る
し
、
思
う
ほ
ど
ロ
マ
ン
チ
ッ
ク
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
人
を
う
つ
く
し
い
と
思

う
気
持
ち
は
、
こ
の
歌
を
胸む
ね

に
抱い
だ

い
て
い
た
た
め
失
わ
ず
に
す
ん
だ
。

先
ほ
ど
の
か
の
子
の
歌
が
桜
の
花
と
自
分
を
同
一
化
さ
せ
て
自
分
を
主
人
公
と

し
て
短
歌
の
額が

く

縁ぶ
ち

の
真
中
に
お
さ
め
た
の
に
対
し
、
こ
の
晶
子
の
歌
は
、
あ
く
ま

で
も
自
分
は
レ
ン
ズ
と
し
て
の
存そ
ん

在ざ
い

で
、
き
れ
い
な
夜
桜
の
あ
る
風
景
を
ま
る
ご

と＊
愛め

で
て
い
る
。
き
れ
い
な
花
が
咲
い
た
ら
そ
れ
だ
け
を
見
る
の
で
は
な
く
、
そ

こ
に
あ
る
気
配
ま
で
も
感
知
す
る
晶
子
の
懐
ふ
と
こ
ろ

の
深
さ
に
感
じ
い
る
。

「
こ
よ
ひ
逢
ふ
人
み
な
う
つ
く
し
き
」
は
、
桜
の
咲
い
て
い
る
時
期
以
外
で
も
、

い
ろ
い
ろ
な
場
所
に
あ
て
は
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
気き

後お
く

れ
し
が
ち
な
パ
ー
テ
ィ
ー

な
ど
で
も
「
こ
よ
ひ
逢
ふ
人
み
な
う
つ
く
し
き
」
の
言
葉
を
唱
え
な
が
ら
現
地
に
向

か
え
ば
、
自お
の

ず
と
前
向
き
に
な
り
、
好
意
的
に
人
と
会
え
る
気
持
ち
に
な
れ
て
勇

気
が
わ
く
の
で
あ
る
。

自
分
の
気
に
入
っ
た
詩
の
言
葉
を
心
の
中
で
つ
ぶ
や
く
行こ
う

為い

は
、
願
い
を
か
な

え
る
た
め
に
呪じ
ゅ

文も
ん

を
唱
え
る
こ
と
に
と
て
も
似
て
い
る
。
短
歌
を
知
る
、
覚
え
て

い
く
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
気
持
ち
を
保
つ
た
め
の
言
葉
を
確
保
し
て
い
く
こ
と

で
も
あ
る
の
だ
と
思
う
。

　

て
の
ひ
ら
を
く
ぼ
め
て
待
て
ば
青
空
の
見
え
ぬ
傷き
ず

よ
り
花
こ
ぼ
れ
来
る

 

＊

大お
お

西に
し

民た
み

子こ

こ
の
短
歌
を
胸
に
抱
い
て
つ
く
づ
く
思
う
の
は
、
さ
び
し
い
の
は
自
分
だ
け
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
。
桜
の
は
な
び
ら
が
は
ら
は
ら
と
散
っ
て
い
く
様
子
を
見
る

と
、
な
ん
と
も
い
え
ず
切
な
い
気
持
ち
に
な
る
。
こ
の
歌
で
は
そ
れ
が
「
青
空
の
見

え
ぬ
傷
」
よ
り
こ
ぼ
れ
て
き
た
も
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
あ
の
き
れ
い
な
青
い
空

＊（
こ 

よ 

い
）（
あ  

う
）

1
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に
も
傷
が
あ
る
。
自
分
の
中
の
見
え
な
い
場
所
に
あ
る
も
の
の
よ
う
に
。
そ
ん
な
こ

と
を
考
え
て
い
る
孤こ

独ど
く

な
一
人
の
女
性
を
思
う
と
、
桜
も
青
空
も
そ
れ
を
受
け
止
め

よ
う
と
し
て
い
る
人
も
、
そ
れ
を
遠
く
で
思
う
人
（
読
者
）
も
、
す
べ
て
が
無
限
の

切
な
さ
に
覆お
お

わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
て
く
る
。
こ
ん
な
に
お
お
ら
か
に「
傷
」

を
言
葉
に
で
き
る
と
は
。
ほ
ん
と
う
に
さ
び
し
い
と
き
に
、
こ
の
歌
を
唱
え
つ
づ
け

る
と
、
い
つ
の
間
に
か
う
れ
し
い
気
持
ち
に
変
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
気
が
す
る
。

 

（
東
ひ
が
し　

直な
お

子こ

「
生
き
て
い
く
た
め
の
呪じ
ゅ

文も
ん

」
に
よ
る
）　

〔
注
〕　

歌  
 

  

短
歌
。

　
　
　

咲さ

く
か
ら
に  

  

咲
い
て
い
る
か
ら
。

　
　
　

わ
が
眺な
が

め
た
り  

  

私
わ
た
し

は
（
そ
の
桜
の
花
を
）
な
が
め
る
の
だ
。

　
　
　

岡お
か

本も
と

か
の
子こ  

  

大
正
、
昭
和
時
代
の
小
説
家
、
歌
人
。

　
　
　

清き
よ

水み
ず  

 
  

京
き
ょ
う

都と

の
清き
よ

水み
ず

寺で
ら

。

　
　
　

祇ぎ

園お
ん  

 
  

京
都
の
祇ぎ

園お
ん

神じ
ん

社じ
ゃ

。

　
　
　

こ
よ
ひ  

 
  

今
夜
。

　
　
　

与よ

謝さ

野の

晶あ
き

子こ  
  

明
治
、
大
正
時
代
の
歌
人
。

　
　
　

花は
な

灯あ
か

り  
 

  

桜
の
花
が
満
開
で
、
そ
の
辺
り
の
や
み
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

ほ
の
か
に
明
る
く
感
じ
ら
れ
る
こ
と
。

　
　
　

ほ
ろ
酔よ

い
の
よ
う
な
表
情
を
浮う

か
べ
て  

 

う
っ
と
り
し
た
顔
つ
き
で
。

　
　
　

愛め

で
て
い
る  

  

味
わ
い
楽
し
ん
で
い
る
。

　
　
　

大お
お

西に
し

民た
み

子こ  
  

昭
和
時
代
の
歌
人
。

（
こ 

よ 

い
）



- 3 -

文
章
２ 次

の
文
章
は
、
江え

戸ど

時
代
に
俳は
い

諧か
い

と
呼よ

ば
れ
て
い
た
俳
句
に
つ
い
て
、 

当
時
活
や
く
し
て
い
た
松ま
つ

尾お

芭ば

蕉
し
ょ
う

が
述
べ
た
言
葉
を
説
明
し
た
も
の
で
す
。

　

謂い
い

応お
お

せ
て
何
か
有あ
る

。

江
戸
の＊
其き

角か
く

が
、「
下し
た

臥ぶ
し

に
つ
か
み
分わ
け

ば
や
い
と
ざ
く
ら
」
と
い
う＊
巴は

風ふ
う

（
其

角
の
門
人
）
の
句
を
知
ら
せ
て
き
た
が
、「
ど
う
お
も
う
か
ね
」
と
芭
蕉
が
た
ず
ね 

ら
れ
た
。

＊

去き
ょ

来ら
い

は
、「
枝し

垂だ
れ

桜
ざ
く
ら（
糸
桜
）の
よ
う
す
を
う
ま
く
言
い
表
し
て
い
る
で 

は
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
応
じ
ま
し
た
。
一
句
は
、
み
ご
と
に
咲さ

い
た
糸
桜
の
下
に
臥ふ

せ
っ
て
、
花
の
枝
を
つ
か
ん
で
た
ぐ
っ
て
み
た
い
、
と
い
っ
た
意
味
で
す
。
そ
こ
で

言
っ
た
芭
蕉
の
返
答
が
こ
れ
で
す
。
物
の
す
が
た
を
表
現
し
尽つ

く
し
た
か
ら
と
い
っ

て
（「
い
い
お
お
せ
て
」）、
そ
れ
が
ど
う
し
た
の
だ
と
い
う
批ひ

判は
ん

で
す
。
こ
と
ば
の

裏う
ら

側が
わ

に
、㋐「
余よ

韻い
ん

」
と
か
「
想
像
力
」
と
い
っ
た
考
え
を
置
い
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
。 

俳
句
に
か
ぎ
ら
ず
、
詩
と
い
う
文
芸
は
、
表
面
的
な
理
解
だ
け
で
わ
か
っ
た 

気
に
な
っ
て
は
つ
ま
り
ま
せ
ん
。

　

舌ぜ
っ

頭と
う

に
千せ
ん

転て
ん

せ
よ
。

こ
れ
は
去
来
の
苦
い
経
験
に
発
す
る
こ
と
ば
の
よ
う
で
す
。

＊「
有あ
り

明あ
け

の
花
に
乗の

り
込こ

む
」
と
は
じ
め
の
五
・
七
を
よ
ん
で
、
最
後
を
ど
う
す
る
か
悩な
や

ん
だ
こ
と
が
あ

り
ま
し
た
。
馬
を
よ
み
込
み
た
か
っ
た
も
の
の
、

＊「
月つ
き

毛げ

馬う
ま

」「
葦あ
し

毛げ

馬う
ま

」
と
置
い

た
り
、
あ
い
だ
に
「
の
」
を
入
れ
た
り
し
て
み
て
も
、
ど
う
も
う
ま
く
い
か
な
い
。

と
こ
ろ
が
友
人
許き
ょ

六り
く

（
前
に
登
場
し
た
、
芭
蕉
の
画
の
師
に
な
っ
た
弟で

し子
）
の
、 

  

＊「
卯う

の
花は
な

に
月
毛
の
馬
の
よ
明あ
け

か
な
」
を
目
に
し
て
、
な
る
ほ
ど
と
う
な
っ
た
、 

こ
の
手
が
あ
っ
た
の
か
、と
。
許
六
は
中
の
七
文
字
に
馬
を
置
い
て
、す
ら
り
と
よ
ん 

だ
と
こ
ろ
、
去
来
は
こ
だ
わ
っ
て
五
・
七
を
動
か
そ
う
と
せ
ず
、
ど
う
し
て
も
う
ま

く
い
か
な
か
っ
た
の
で
す
。
常つ
ね
づ
ね々

芭
蕉
が
、「
口
の
な
か
で
千
回
で
も
唱
え
て
み
よ
」

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
は
こ
の
こ
と
だ
っ
た
の
だ
。
ほ
ん
の
わ
ず
か
の
工く

夫ふ
う

で 

う
ま
く
い
く
。
そ
こ
に
気
づ
く
ま
で
、「
千
転
せ
よ
」
と
い
う
わ
け
で
す
。
去
来
の 

句
は
結
局
完
成
し
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。

　

不ふ

易え
き

流
り
ゅ
う

行こ
う

。

た
い
へ
ん
有
名
な
こ
と
ば
で
す
が
、
は
た
し
て
芭
蕉
が
そ
の
ま
ま
口
に
し
た
か

ど
う
か
、
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
一
門
の
あ
い
だ
で
は
い
ろ
い
ろ
と
議ぎ

論ろ
ん

が
あ
っ
た
と
、
去
来
は
言
っ
て
い
ま
す
。「
不
易
」
と
は
永
久
に
変
わ
ら
な
い
こ
と
、

「
流
行
」
と
は
つ
ね
に
変
化
す
る
こ
と
、「
不
易
流
行
」
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く 

正
反
対
の
こ
と
を
一
語
に
ま
と
め
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。＊

諸し
ょ

説せ
つ

紛ふ
ん

々ぷ
ん

だ
と
い
い
つ
つ
、 

去
来
は
、「
不
易
流
行
の
教
え
は
、
俳
諧
不
変
の
本
質
と
、
状
じ
ょ
う

況
き
ょ
う

ご
と
の
変
化

と
い
う
二
面
性
を
有
す
る
も
の
だ
」
と
い
う
の
で
す
。
一い
っ

貫か
ん

性せ
い

と
流
動
性
の
同
居
、

こ
れ
が
俳
諧
と
い
う
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
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『
三さ
ん

冊ぞ
う

子し

』
で
も
、「
不
易
流
行
」
に
言げ
ん

及
き
ゅ
う

し
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
は
、

＊「
師
の

風ふ
う

雅が

に
、
万ば
ん

代だ
い

不ふ

易え
き

あ
り
、
一
時
の
変
化
あ
り
。
こ
の
二
つ
に
究
き
わ
ま

り
、
そ
の
本も
と

一い
つ

な
り
」と
、根
本
は
同
一
だ
と
説
い
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、つ
ぎ
に
土ど

芳ほ
う

の『
三
冊
子
』

を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

土
芳
は
、

＊
伊い

賀が

上う
え

野の
＊

藩は
ん

士し

、
一
六
五
七
年
生
ま
れ
、
一
七
三
〇
年
没ぼ
つ

。
姓せ
い

は

服は
っ

部と
り

氏
。
若わ
か

い
こ
ろ
か
ら
芭
蕉
を
慕し
た

い
、
伊
賀
の
俳
諧
を
盛も

り
上あ

げ
た
人
物
で
す
。

『
三
冊
子
』
は
、
芭
蕉
晩ば
ん

年ね
ん

の
教
え
を
書
き
と
ど
め
た
書
で
、
出
版
は
ず
っ
と
遅お
く

れ

る
も
の
の
、
多
く
の
ひ
と
に
筆
写
さ
れ
て
早
く
か
ら
広
ま
り
ま
し
た
。「
白し
ろ

双ぞ
う

紙し

」

「
赤あ
か

双ぞ
う

紙し

」「
わ
す
れ
水
」の
三
部
を
ま
と
め
て
、『
三
冊
子
』と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

高
く
心
を
悟さ
と

り
て
、
俗ぞ
く

に
帰
る
べ
し
。

俳
句
を
よ
む
精
神
は
目
標
を
高
く
も
っ
て
、
同
時
に
日ひ

び々

の
生
活
に
い
つ
も
目

を
向
け
る
よ
う
に
心
が
け
な
さ
い
、
と
い
う
教
え
で
す
。
む
か
し
の
ひ
と
の
作
品
や

精
神
を
し
っ
か
り
学
ぶ
と
と
も
に
、
生
活
す
る
人
び
と
の
気
持
ち
に
な
っ
て
こ
そ
、

す
ば
ら
し
い
俳
句
が
生
ま
れ
る
の
だ
と
い
う
の
で
す
。
困こ
ん
な
ん難
な
事こ
と
が
ら柄
に
ひ
る
ま
ず

勉
強
す
る
う
ち
に
、
い
つ
か
高こ
う

尚
し
ょ
う

な
こ
こ
ろ
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
か
と
い
っ

て
、
学
問
を
ひ
け
ら
か
し
て
は
嫌い
や

み
な
だ
け
。
何な
に

気げ

な
い
、
ふ
つ
う
に
送
る
日
常

生
活
の
な
か
か
ら
、
俳
句
の
お
も
し
ろ
さ
を
発
見
す
る
こ
と
が
だ
い
じ
な
の
で
す
。

芭
蕉
俳
諧
の＊

真し
ん

髄ず
い

は
、
こ
の
境
地
に
こ
そ
あ
り
ま
す
。

（
藤ふ
じ

田た

真し
ん

一い
ち

「
俳は
い

句く

の
き
た
道　

芭ば

蕉
し
ょ
う

・
蕪ぶ
そ
ん村
・
一い
っ

茶さ

」（
一
部
改
変
）に
よ
る
）　

〔
注
〕　

其き

角か
く  

 
 

 

芭ば

蕉
し
ょ
う

の
弟で

子し

。 

　
　
　

巴は

風ふ
う  
 

 
 

 
 

其
角
の
弟
子
。

　
　
　

去き
ょ

来ら
い  

 
 

 
 

 

芭
蕉
の
弟
子
。

　
　
　
「
有あ
り

明あ
け

の
花
に
乗の

り
込こ

む
」  

 

夜
明
け
に
花
の
下
で
乗
り
込
む
。

　
　
　
「
月つ
き

毛げ

馬う
ま

」「
葦あ
し

毛げ

馬う
ま

」  
 

 

ど
ち
ら
も
白
み
が
か
っ
た
毛
色
の
馬
。

　
　
　
「
卯う

の
花は
な

に
月
毛
の
馬
の
よ
明あ
け

か
な
」 

　
　
　
　
　

 
  

白
く
咲さ

き
乱み
だ

れ
る
卯
の
花
の
中
、
月
毛
の
馬
に
乗
っ
て
旅
立
つ
、

さ
わ
や
か
な
初
夏
の
明
け
方
だ
な
あ
。

　
　
　

諸し
ょ

説せ
つ

紛ふ
ん

々ぷ
ん  

 
 

  

い
ろ
い
ろ
な
意
見
や
う
わ
さ
が
入
り
乱
れ

て
い
る
さ
ま
。

　
　
　
「
師
の
風ふ
う

雅が

に
、
…
…
こ
の
二
つ
に
究
き
わ
ま

り
、
そ
の
本も
と

一い
つ

な
り
」

　
　
　
　
　

  
  

芭
蕉
先
生
の
風
流
に
つ
い
て
の
教
え
に
は
、
ず
っ
と
変
わ
ら 

な
い
こ
と
と
常
に
変
化
す
る
こ
と
の
二
つ
が
あ
る
。
こ
の
二
つ

を
つ
き
つ
め
る
と
、
そ
の
根
本
は
一
つ
で
あ
る
。

　
　
　

伊い

賀が

上う
え

野の   
 

 
 

 

い
ま
の
三み

重え

県け
ん

伊い

賀が

市し

。

　
　
　

藩は
ん

士し  
 

 
 

 
 

大
名
に
仕
え
る
武
士
。

　
　
　

真し
ん

髄ず
い  

 
 

 
 

 

も
の
ご
と
の
本
質
。
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〔
問
題
１
〕　 　

短
歌
や
俳は
い

句く

を
く
り
返
し
唱
え
た
り
、
思
い
う
か
べ
た
り
す
る
こ
と

に
は
、
ど
の
よ
う
な
効
果
が
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。

　
　
　
　
　

  
文
章
１  

・  

文
章
２  

で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
を
一
つ
ず
つ
探さ
が

し
、 

解
答
ら
ん
に
合
う
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

〔
問
題
２
〕　 　
㋐「

余よ

韻い
ん

」
と
か
「
想
像
力
」
と
い
っ
た
考
え
と
あ
り
ま
す
が
、 

 

文
章
１  

の
筆
者
は
、
短
歌
を
読
ん
で
ど
の
よ
う
な
情
景
を
想
像
し
て

い
る
で
し
ょ
う
か
。
連
続
す
る
二
文
を
探さ
が

し
な
さ
い
。
た
だ
し
、一
文
め 

の
最
初
の
四
字
と
、
二
文
め
の
終
わ
り
の
四
字
を
そ
れ
ぞ
れ
書
く
こ
と
。

〔
問
題
３
〕　 　

あ
な
た
は
、
こ
れ
か
ら
の
学
校
生
活
で
仲
間
と
過
ご
し
て
い
く
上
で
、

言
葉
を
ど
の
よ
う
に
使
っ
て
い
き
た
い
で
す
か
。
今
の
あ
な
た
の
考
え

を
四
百
字
以
上
四
百
四
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
次
の
条

件
と
下
の
〔
き
ま
り
〕
に
し
た
が
う
こ
と
。

　

条
件　
　

①　

  

文
章
１  

・  

文
章
２  

の
筆
者
の
、
短
歌
・
俳は
い

句く

に
対
す
る
考
え

方
の
い
ず
れ
か
に
ふ
れ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　

②　

適
切
に
段だ
ん

落ら
く

分
け
を
し
て
書
く
こ
と
。

〔
き
ま
り
〕

　
　

○ 

題
名
は
書
き
ま
せ
ん
。

　
　

○ 

最
初
の
行
か
ら
書
き
始
め
ま
す
。

　
　

○ 

各
段だ
ん

落ら
く

の
最
初
の
字
は
一
字
下
げ
て
書
き
ま
す
。

　
　

○ 

行
を
か
え
る
の
は
、
段
落
を
か
え
る
と
き
だ
け
と
し
ま
す
。

　
　

○   

ヽ 

や 

。 

や 

」
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
ま
す
。
こ
れ
ら
の
記
号

が
行
の
先
頭
に
来
る
と
き
に
は
、
前
の
行
の
最
後
の
字
と
同
じ
ま
す
に

書
き
ま
す
（
ま
す
の
下
に
書
い
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
）。

　
　

○   

。 

と 

」
が
続
く
場
合
は
、
同
じ
ま
す
に
書
い
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

こ
の
場
合
、 

。」
で
一
字
と
数
え
ま
す
。

　
　

○ 

段
落
を
か
え
た
と
き
の
残
り
の
ま
す
は
、
字
数
と
し
て
数
え
ま
す
。

　
　

○ 

最
後
の
段
落
の
残
り
の
ま
す
は
、
字
数
と
し
て
数
え
ま
せ
ん
。




