
国　
　
　

語

１　

問
題
は 　
　

か
ら 　
　

ま
で
で
、
16
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　

ま
た
、
解
答
用
紙
は
両
面
に
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

２　

検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
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
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、

　

解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

５　

答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

　

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
答
え
に
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
、
や

　

。。
や
「 

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と
数
え
な
さ
い
。

６　

答
え
は
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

７　

答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き

　

な
さ
い
。

８　

受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の　
　

 
の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

９　

解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

注　
　
　

意
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語
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（ 

＊ 

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）　

　

中
学
三
年
生
の
鈴す
ず

川か
わ

有ゆ
う

季き

は
、
年
の
離
れ
た
本
好
き
の
友
人
七な
な
ま
が
り曲

直
す
な
お

か
ら
、
一
冊

の
本
を
隣
の
ク
ラ
ス
の
森も
り

田た

麻ま

友ゆ

に
渡
す
よ
う
託
さ
れ
た
。
有
季
と
森
田
は
、
職
場
体

験
実
習
で
市
の
図
書
館
に
行
く
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
そ
の
打
ち
合
わ
せ
で
一
度
会
っ

た
こ
と
が
あ
る
。
有
季
は
、
ど
う
や
っ
て
森
田
に
本
を
渡
そ
う
か
と
悩
み
、
ま
ず
は

自
分
が
読
ん
で
み
る
こ
と
に
し
た
。
思
い
が
け
ず
夢
中
に
な
っ
て
読
ん
だ
そ
の
本
は
、 

山や
ま

本も
と

周
し
ゅ
う

五ご

郎ろ
う

の
小
説
『＊

さ
ぶ
』
で
あ
る
。

　

ポ
ケ
ッ
ト
の
中
に
あ
る
文
庫
本
の
手
触
り
を
確
か
め
て
、ど
う
し
よ
う
か
と
思
う
。

職
場
体
験
実
習
で
会
う
と
き
に
、渡
せ
ば
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
有
季
は
、

少
し
で
も
早
く
こ
れ
を
森
田
に
渡
し
た
か
っ
た
。
な
に
し
ろ
、
心
の
底
か
ら
誰
か
に

読
ん
で
欲
し
い
の
だ
。

　

そ
こ
ま
で
考
え
て
、ぴ
ん
と
き
た
。
学
校
が
駄
目
な
ら
学
校
の
外
で
渡
せ
ば
良
い
。

学
校
の
外
で
な
ら
、
森
田
は
有
季
と
会
っ
て
い
る
。
し
か
も
住
み
慣
れ
た
尾お

の

道み
ち

で
あ

れ
ば
、
な
お
い
い
だ
ろ
う
。

　

有
季
は
放
課
後
、
電
車
に
乗
る
と
尾
道
ま
で
帰
っ
た
。
し
か
し
自
宅
に
は
向
か
わ

ず
、
尾
道
渡と

船せ
ん

の
桟
橋
に
向
か
う
。
森
田
は
通
学
に
こ
の
桟
橋
を
使
う
の
だ
か
ら
、

待
っ
て
い
れ
ば
彼
女
に
会
え
る
は
ず
だ
っ
た
。

　

桟
橋
は
海
に
浮
か
び
、
潮
の
満み

ち
干ひ

に
よ
っ
て
上
下
す
る
。
ス
ロ
ー
プ
を
下
り
る

と
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
の
広
場
に
な
っ
て
お
り
、
端
に
ベ
ン
チ
が
置
か
れ
て
い
た
。
桟

橋
に
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。

　

有
季
は
ベ
ン
チ
に
座
っ
て
、『
さ
ぶ
』
を
開
い
て
読
む
。

 

Ａ
何
回
か
フ
ェ
リ
ー
が
到
着
し
て
人
が
乗
り
降
り
し
た
が
、
有
季
は
ベ
ン
チ
に
座
っ

た
ま
ま
待
っ
た
。

　

四
十
分
ほ
ど
待
っ
た
だ
ろ
う
か
。
桟
橋
の
た
も
と
に
見
慣
れ
た
制
服
が
ち
ら
り
と

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

　

⑴　

新
し
い
運
河
を
掘
削
す
る
。

　

⑵　

不
注
意
で
器
物
を
損
な
う
。

　

⑶　

頓
挫
し
た
計
画
を
立
て
直
す
。

　

⑷　

国
会
の
承
認
を
得
て
批
准
す
る
。

　

⑸　

汗
牛
充
棟
な
図
書
館
を
利
用
し
て
い
る
。

次
の
各
文
の　
　

を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で
書
け
。

　

⑴　

身
を
コ
に
し
て
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

⑵　

シ
ョ
シ
ョ
の
頃
に
旬
の
果
物
を
購
入
す
る
。

　

⑶　

印
刷
物
に
ゴ
シ
ョ
ク
を
見
つ
け
る
。

　

⑷　

短
時
間
で
フ
ク
サ
イ
を
作
る
。

　

⑸　

ム
ビ
ョ
ウ
ソ
ク
サ
イ
を
祈
る
。

12
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考
え
て
み
た
ら
押
し
つ
け
が
ま
し
い
し
、
女
子
に
向
か
っ
て
何
か
を
要
求
す
る
こ
と

そ
の
も
の
が
恥
ず
か
し
い
。

（
い
っ
そ
、
海
に
飛
び
こ
み
た
い
！　

な
に
や
っ
て
ん
だ
、
僕
は
。
女
子
を
待
ち
伏

せ
て
、
こ
の
本
を
読
ん
で
く
れ
な
ん
て
。
徹
底
的
に
変
な
人
じ
ゃ
な
い
か
。）

『
さ
ぶ
』
を
抱
え
て
、
本
気
で
桟
橋
か
ら
ダ
イ
ブ
し
た
か
っ
た
。

（
七
曲
さ
ん
の
せ
い
だ
！　

も
う
、
絶
対
、
絶
対
、
七
曲
さ
ん
に
は
近
づ
か
な
い
。）

　

八
つ
当
た
り
ぎ
み
に
心
の
中
で
叫
び
、
精
神
的
に
の
た
う
ち
回
っ
て
い
る
と
、

「
読
ん
だ
こ
と
あ
る
、
そ
れ
。」

　

森
田
が
、
有
季
の
目
を
見
な
が
ら
は
っ
き
り
言
っ
た
。
有
季
は
目
を
見
開
く
。

「
え
…
…
読
ん
だ
？
」

　

こ
く
っ
と
、
森
田
は
頷
く
。

「
読
ん
だ
こ
と
…
…
あ
る
ん
だ
！
」

　

嬉う
れ

し
さ
が
、
一
瞬
に
し
て
恥
ず
か
し
さ
を
押
し
の
け
た
。
笑
顔
が
溢あ

ふ

れ
た
。

「
読
ん
で
る
ん
だ
！　

す
ご
い
、
嬉
し
い
！　

い
い
よ
ね
、
こ
の
本
！
」

 

⑵
思
わ
ず
前
の
め
り
に
な
る
と
、
森
田
は
ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
し
た
よ
う
な
顔
を
し

た
。 

し
か
し
嬉
し
く
て
、
興
奮
し
て
し
ま
っ
た
の
で
か
ま
わ
ず
言
葉
を
続
け
た
。

「
僕
、
昨
日
こ
の
本
を
読
ん
だ
ん
だ
け
ど
。
た
ぶ
ん
、
一
生
好
き
な
本
に
な
る
と
思

う
。」

　

す
る
と
森
田
は
、
じ
い
っ
と
有
季
を
見
つ
め
る
。
彼
女
は
な
か
な
か
言
葉
が
出
な

い
と
知
っ
て
い
た
の
で
笑
顔
で
待
っ
て
い
る
と
、よ
う
や
く
彼
女
の
細
い
声
が
出
た
。

「
わ
た
し
も
そ
れ
、
好
き
な
本
。」

　

信
じ
ら
れ
な
い
幸
運
に
、
出
会
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

（
読
ん
で
る
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
森
田
さ
ん
も
好
き
な
ん
だ
！
）

　

そ
の
と
き
海
上
か
ら
、
フ
ェ
リ
ー
の
エ
ン
ジ
ン
音
と
、
Ｄ
ざ
ざ
っ
と
波
を
か
き
分

け
る
音
が
近
づ
い
て
き
た
。
海
の
方
へ
目
を
や
る
と
、フ
ェ
リ
ー
が
接
岸
し
よ
う
と
、

大
き
く
カ
ー
ブ
を
描
い
て
船
体
を
左
右
に
揺
ら
し
な
が
ら
桟
橋
に
迫
っ
て
い
た
。
接

岸
す
る
と
、
軽
い
振
動
で
桟
橋
が
揺
れ
た
。
そ
れ
を
合
図
に
し
た
よ
う
に
、
森
田
が

見
え
た
の
で
、
顔
を
あ
げ
た
。
森
田
が
桟
橋
を
下
り
て
く
る
。
図
書
館
に
寄
っ
て
い

た
の
だ
ろ
う
。
彼
女
は
駅
側
か
ら
で
は
な
く
、
図
書
館
側
の
道
路
か
ら
桟
橋
に
入
っ

て
き
た
。

　

森
田
は
ぼ
ん
や
り
と
海
を
見
つ
め
な
が
ら
近
づ
い
て
き
た
が
、
ふ
と
視
線
を
自
分

の
周
囲
に
戻
し
て
、
び
く
っ
と
立
ち
止
ま
っ
た
。
有
季
に
気
が
つ
い
た
の
だ
。

　

有
季
は
、
急
に
ど
き
り
と
し
た
。

（
僕
、
な
に
や
っ
て
ん
だ
ろ
う
。）

　

今
更
、
思
っ
た
。
い
く
ら
早
く
本
を
渡
し
た
い
と
し
て
も
、
女
子
を
待
ち
伏
せ
し

た
自
分
の
行
動
が
常
識
外
れ
に
思
え
た
。
し
か
し
こ
こ
で
逃
げ
出
す
と
、
余
計
に
怪

し
い
。

「
森
田
さ
ん
…
…
、
ぐ
、
偶
然
だ
ね
。
あ
の
…
…
座
る
？
」

 

Ｂ
彼
女
は
暫し

ば
ら

く
迷
う
よ
う
に
じ
っ
と
し
て
い
た
が
、
小
さ
く
頷う

な
ず

い
て
、
ベ
ン
チ
の

端
に
ち
ょ
こ
ん
と
腰
掛
け
た
。

「
本
当
に
偶
然
だ
ね
。
僕
、
ち
ょ
っ
と
、＊

向む
か
い

島し
ま

に
用
事
が
あ
る
ん
だ
。」

　

白
々
し
い
言
い
訳
を
す
る
と
、
森
田
は
ち
ら
っ
と
こ
ち
ら
を
見
て
く
れ
た
。
⑴
余

り
の
居
た
た
ま
れ
な
さ
に
、
今
す
ぐ
に
で
も
逃
げ
出
し
た
く
な
る
。 

し
か
し
こ
の
た

め
に
来
た
の
だ
か
ら
、今
が
チ
ャ
ン
ス
と
ば
か
り
に
手
に
し
て
い
た『
さ
ぶ
』を
、ぱ
っ

と
自
分
の
胸
の
前
に
掲
げ
て
見
せ
た
。

「
こ
れ
、
今
読
ん
で
た
ん
だ
。
す
ご
く
。」

　

す
ご
く
、
面
白
い
。
そ
う
言
お
う
と
し
て
、
面
白
い
と
い
う
言
葉
は
し
っ
く
り
こ

な
い
と
思
っ
た
。
感
動
す
る
と
い
う
の
も
、
少
し
違
う
。
良
い
話
と
い
う
の
も
、
あ

り
き
た
り
す
ぎ
て
、
こ
の
本
の
本
質
を
伝
え
ら
れ
な
い
と
思
っ
た
。

「
す
ご
く
、
あ
の
。」

　

森
田
は
、
澄
ん
だ
目
で
有
季
を
見
て
い
た
。
Ｃ
そ
の
目
に
促
さ
れ
る
よ
う
に
、
自

分
の
胸
の
中
に
あ
る
言
葉
を
、
つ
い
口
に
し
た
。

「
す
ご
く
、
読
ん
で
欲
し
い
ん
だ
。
誰
か
に
。」

　

そ
う
口
に
し
た
瞬
間
、
か
っ
と
恥
ず
か
し
く
な
っ
た
。
読
ん
で
欲
し
い
な
ん
て
、
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場
面
な
ん
だ
。）

 

⑷
そ
う
思
う
と
、
一
層
物
語
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
信
念
を
持
っ
て
、
有
季
の
前
に

現
れ
る
。 

そ
し
て
同
時
に
、
森
田
が
「
ず
っ
と
つ
ら
い
こ
と
が
あ
る
。」
と
口
に
し

た
言
葉
が
、
胸
の
奥
に
響
く
。

 

⑸
言
葉
と
い
う
の
は
、
不
思
議
だ
。 

そ
の
人
の
思
い
が
一
番
こ
も
っ
て
い
る
言
葉
だ

け
が
、
い
や
に
は
っ
き
り
と
聞
き
取
れ
る
の
だ
。
き
っ
と
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
ソ
フ
ト

ウ
ェ
ア
に
は
そ
の
違
い
を
表
現
で
き
な
い
し
、
聞
き
取
れ
な
い
。
け
れ
ど
生
身
の
人

間
の
言
葉
で
発
せ
ら
れ
、
そ
し
て
生
身
の
人
間
の
耳
で
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
受
け
取

れ
る
。

（
森
田
さ
ん
は
、
生
き
て
い
く
こ
と
を
、
あ
の
両り

ょ
う

国ご
く

橋ば
し

の
橋
の
上
の
風
景
み
た
い

に
思
っ
て
る
の
か
な
。）

　

そ
れ
は
あ
る
意
味
、
真
実
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
そ
こ
に
、
ひ
と
り
ぼ
っ

ち
だ
と
光
は
な
い
。
栄
二
と
さ
ぶ
は
二
人
だ
か
ら
、
二
人
に
は
微か

す

か
に
光
が
あ
る
の

だ
。

　

あ
の
両
国
橋
の
上
で
、
た
っ
た
一
人
は
切
な
い
。

　

物
語
を
こ
ん
な
ふ
う
に
読
み
解
け
る
心
が
あ
る
人
が
、
一
人
で
あ
の
薄
暗
い
雨
の

橋
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
は
ど
れ
ほ
ど
侘わ

び

し
く
て
哀か

な

し
い
だ
ろ
う
。

（
三
川
み
り
「
君
と
読
む
場
所
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕『
さ
ぶ
』 

― 

― 

さ
ぶ
と
栄え

い

二じ

と
い
う
同
い
年
の
二
人
を
主
人
公
に
し
た
江
戸

時
代
が
舞
台
の
小
説
。

　
　
　

向む
か
い
し
ま島 

― 

― 

尾
道
水
道
を
挟
ん
だ
向
か
い
側
に
あ
る
島
。
森
田
の
家
が
あ
る
。

　
　
　

橋 

― 

― 

両り
ょ
う

国ご
く

橋ば
し

。

立
ち
あ
が
っ
た
の
で
有
季
も
立
っ
た
。

　

向
島
に
用
事
が
あ
る
と
噓う

そ

を
つ
い
た
手
前
、
渡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し

そ
の
こ
と
が
嬉
し
か
っ
た
。
フ
ェ
リ
ー
の
乗
船
時
間
は
五
分
ほ
ど
だ
が
、
こ
の
間
に

本
の
話
が
で
き
る
。
森
田
と
一
緒
に
フ
ェ
リ
ー
に
乗
り
込
み
、
横
長
の
座
席
に
並
ん

で
腰
か
け
る
の
を
待
ち
か
ね
て
、
有
季
は
口
を
開
く
。

「
こ
の
本
す
ご
く
不
思
議
だ
よ
ね
。
侍
が
出
て
き
て
戦
っ
た
り
す
る
わ
け
じ
ゃ
な
い

け
ど
、
始
終
ド
キ
ド
キ
し
て
ハ
ラ
ハ
ラ
し
た
ん
だ
。
普
通
の
職
人
の
話
な
の
に
。
止

ま
ら
な
か
っ
た
ん
だ
、
読
む
の
が
。
印
象
に
残
る
場
面
が
幾
つ
も
あ
る
し
。
森
田
さ

ん
は
、
ど
こ
の
場
面
が
好
き
？
」

　

少
し
考
え
て
森
田
は
口
を
開
い
た
。

「
最
初
。」

　

そ
し
て
三
、四
呼
吸
だ
け
間
を
置
い
て
、
再
び
口
を
開
く
。

「
泣
き
な
が
ら
、
さ
ぶ
が
橋＊

を
渡
っ
て
て
、
そ
れ
を
栄え

い

二じ

が
追
い
か
け
て
引
き
留
め

た
っ
て
と
こ
。」　

⑶「
そ
う
な
の
？
」

　

有
季
に
と
っ
て
み
た
ら
、何
気
な
い
物
語
の
始
ま
り
だ
っ
た
。ぱ
ら
ぱ
ら
と
め
く
っ

て
、
最
初
の
一
文
に
目
を
落
と
す
。

「
ど
う
し
て
、
こ
こ
な
の
？
」

　

問
う
と
、
間
が
あ
っ
て
森
田
は
答
え
た
。

「
話
の
中
で
さ
ぶ
が
、
何
回
も
言
う
か
ら
。
あ
れ
が
話
の
中
で
、
ず
っ
と
生
き
て
る
。

何
回
も
目
の
前
に
浮
か
ぶ
。」

「
ど
う
い
う
こ
と
？
」

　

森
田
は
、
細
い
声
で
答
え
る
。

「
暗
く
て
雨
が
降
っ
て
て
、ず
っ
と
つ
ら
い
こ
と
が
あ
る
中
で
。
二
人
と
も
、頑
張
っ

て
生
き
て
い
く
ん
だ
な
っ
て
。」　　

　

有
季
は
手
に
あ
る
文
庫
本
の
表
紙
を
見
お
ろ
し
た
。

（
そ
う
か
。
そ
れ
が
こ
の
物
語
を
貫
い
て
る
も
の
な
ん
だ
。
だ
か
ら
表
紙
も
、
あ
の
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〔
問
２
〕 

⑵
思
わ
ず
前
の
め
り
に
な
る
と
、
森
田
は
ち
ょ
っ
と
び
っ
く
り
し
た
よ
う
な

顔
を
し
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
有
季
と
森
田
の
説
明

と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。　

ア　
『
さ
ぶ
』
を
誰
か
に
読
ん
で
欲
し
い
と
思
っ
て
い
た
有
季
は
、
期
待
し
た
通
り
こ

の
本
に
興
味
を
示
し
た
森
田
に
感
激
し
て
気
持
ち
が
高
ぶ
っ
て
い
る
が
、
森
田
は

そ
の
有
季
の
お
し
つ
け
が
ま
し
さ
に
迷
惑
し
て
い
る
。　

イ　
『
さ
ぶ
』
を
誰
か
に
読
ん
で
欲
し
い
と
思
っ
て
い
た
有
季
は
、
森
田
の
方
が
こ
の

本
に
詳
し
い
と
分
か
っ
た
嬉
し
さ
で
一
方
的
に
話
し
続
け
て
い
る
が
、
森
田
は
そ

の
有
季
の
ひ
と
り
よ
が
り
の
態
度
に
あ
き
れ
て
い
る
。

ウ　

心
の
底
か
ら
誰
か
に
読
ん
で
欲
し
い
と
思
っ
て
い
た
本
を
森
田
が
す
で
に
読
ん

で
い
た
こ
と
が
分
か
っ
て
、
喜
び
の
あ
ま
り
心
が
は
や
る
有
季
に
対
し
、
森
田
は

そ
の
有
季
の
あ
ま
り
の
喜
び
よ
う
に
戸
惑
っ
て
い
る
。

エ　

心
の
底
か
ら
誰
か
に
読
ん
で
欲
し
い
と
思
っ
て
い
た
本
を
森
田
も
実
は
好
き
だ

と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
、
ほ
っ
と
し
て
口
数
が
増
え
た
有
季
に
対
し
、
森
田
は

そ
の
有
季
の
な
れ
な
れ
し
い
態
度
に
困
惑
し
て
い
る
。

〔
問
１
〕 

⑴
余
り
の
居
た
た
ま
れ
な
さ
に
、
今
す
ぐ
に
で
も
逃
げ
出
し
た
く
な
る
。 

と

あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の

う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

森
田
を
待
つ
と
も
な
く
待
っ
て
い
る
状
況
に
耐
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
本
の
こ

と
な
ど
な
か
っ
た
こ
と
に
し
て
し
ま
い
た
い
と
思
っ
た
か
ら
。　

イ　

森
田
を
待
っ
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
偶
然
を
よ
そ
お
い
、
と
っ
て
つ
け
た
よ
う

な
言
い
訳
を
す
る
自
分
に
き
ま
り
の
悪
さ
を
感
じ
た
か
ら
。　

ウ　

森
田
を
待
つ
自
分
の
常
識
外
れ
な
行
動
を
、
最
初
か
ら
森
田
に
見
透
か
さ
れ
て

い
た
の
だ
と
気
づ
き
、
ご
ま
か
し
た
い
と
思
っ
た
か
ら
。

エ　

森
田
を
こ
こ
で
待
つ
と
自
分
で
決
め
た
以
上
、
本
を
渡
す
機
会
を
逃
が
し
て
は

な
ら
な
い
と
、
高
ま
る
緊
張
を
抑
え
き
れ
な
か
っ
た
か
ら
。
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〔
問
４
〕 

⑷
そ
う
思
う
と
、
一
層
物
語
は
一
つ
の
ま
と
ま
り
と
信
念
を
持
っ
て
、
有
季

の
前
に
現
れ
る
。 

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も

適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

困
難
が
あ
っ
て
も
生
き
抜
こ
う
と
す
る
人
間
の
懸
命
さ
が
、
こ
の
物
語
の
根
底

に
流
れ
続
け
て
い
る
も
の
だ
と
は
っ
き
り
と
了
解
さ
れ
、
な
ぜ
表
紙
に
冒
頭
の
場

面
が
描
か
れ
て
い
る
の
か
も
分
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

ま
ま
な
ら
な
い
世
の
中
を
友
と
一
緒
に
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
冒
頭
の
場
面
が

人
生
の
教
訓
を
描
い
て
い
る
の
だ
と
気
づ
き
、
今
後
も
友
人
を
大
切
に
し
よ
う
と

い
う
強
い
決
意
が
わ
き
上
が
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
。

ウ　

冒
頭
の
場
面
に
は
本
当
の
自
分
を
理
解
し
て
く
れ
る
相
手
が
い
な
い
人
間
の
孤

独
が
暗
示
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
分
か
り
、
表
紙
に
は
そ
の
悲
し
み
と
つ
ら
さ
も
表

さ
れ
て
い
た
の
だ
と
得
心
が
い
っ
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
冒
頭
の
場
面
に
作
者
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
が
表
さ
れ

て
い
た
の
だ
と
思
い
至
り
、
こ
れ
ま
で
の
自
分
の
物
語
の
読
み
取
り
に
間
違
い
が

な
か
っ
た
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

〔
問
３
〕 

⑶「
そ
う
な
の
？
」 

と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
有
季
の
様
子
と

し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

森
田
の
答
え
は
、
有
季
が
つ
ま
ら
な
い
と
思
っ
て
い
た
場
面
で
あ
っ
た
た
め
に
、

悲
し
ん
で
い
る
様
子
。

イ　

森
田
の
返
答
は
、
有
季
が
気
に
留
め
な
か
っ
た
場
面
で
あ
っ
た
た
め
に
、
拍
子

抜
け
し
て
い
る
様
子
。

ウ　

森
田
の
答
え
は
、
有
季
が
単
調
で
不
要
だ
と
感
じ
た
場
面
で
あ
っ
た
た
め
に
、

合
点
が
い
か
な
い
様
子
。

エ　

森
田
の
返
答
は
、
有
季
が
読
み
飛
ば
し
て
い
た
場
面
で
あ
っ
た
た
め
に
、
内
容

を
思
い
出
せ
な
い
様
子
。
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〔
問
６
〕　

波
線
部
Ａ
～
Ｄ
に
つ
い
て
、
そ
の
表
現
や
内
容
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て

最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア 

Ａ
何
回
か
フ
ェ
リ
ー
が
到
着
し
て
人
が
乗
り
降
り
し
た
が
、
有
季
は
ベ
ン
チ
に
座
っ

た
ま
ま
待
っ
た
。
は
、
船
か
ら
降
り
て
く
る
森
田
を
見
つ
け
よ
う
と
し
た
も
の
の
、

本
の
続
き
が
気
に
な
っ
て
落
ち
着
か
な
い
有
季
の
様
子
を
表
し
て
い
る
。

イ 

Ｂ
彼
女
は
暫し

ば
ら

く
迷
う
よ
う
に
じ
っ
と
し
て
い
た
が
、
小
さ
く
頷う

な
ず

い
て
、
ベ
ン
チ 

の
端
に
ち
ょ
こ
ん
と
腰
掛
け
た
。
は
、有
季
に
親
し
み
を
感
じ
始
め
て
い
る
森
田
の
、 

自
分
を
大
き
く
見
せ
よ
う
と
す
る
態
度
を
擬
態
語
を
用
い
て
表
し
て
い
る
。

ウ 

Ｃ
そ
の
目
に
促
さ
れ
る
よ
う
に 

は
、
自
分
の
言
葉
の
続
き
を
森
田
が
誠
実
に
待
っ

て
く
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
い
る
有
季
の
様
子
を
表
し
て
い
る
。

エ 

Ｄ
ざ
ざ
っ
と
波
を
か
き
分
け
る
音 

は
、
有
季
と
森
田
の
心
の
距
離
が
縮
ま
る
こ
と
は

な
い
と
い
う
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
。

〔
問
５
〕 

⑸
言
葉
と
い
う
の
は
、
不
思
議
だ
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
時
の
有
季
の
気
持
ち

と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

感
情
の
あ
る
人
間
の
や
り
と
り
だ
か
ら
こ
そ
、
言
葉
の
力
を
信
じ
て
伝
え
あ
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
精
密
な
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
用
い
な
い
限
り
森
田
の
真

意
に
気
づ
け
な
い
と
感
じ
て
い
る
。

イ　

生
身
の
人
間
の
会
話
だ
か
ら
こ
そ
、
有
季
は
言
葉
で
明
確
に
表
現
さ
れ
て
い
な

い
森
田
の
思
い
を
く
み
取
る
こ
と
が
で
き
、
こ
れ
か
ら
森
田
と
ど
う
関
わ
っ
て
い

く
べ
き
か
思
案
し
て
い
る
。

ウ　

血
の
通
っ
た
人
間
同
士
だ
か
ら
こ
そ
、
相
手
に
本
心
を
打
ち
明
け
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
あ
り
、
心
を
持
た
な
い
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で
は
森
田
の
問
題
を
解
決
す
る

の
は
難
し
い
と
考
え
て
い
る
。

エ　

機
械
や
物
と
は
違
う
生
き
た
人
間
同
士
の
会
話
だ
か
ら
こ
そ
、
有
季
は
森
田
の

言
葉
の
中
に
あ
る
強
い
思
い
を
感
じ
取
る
こ
と
が
で
き
、
森
田
の
心
の
う
ち
に
触

れ
た
よ
う
に
思
っ
て
い
る
。
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だ
が
、
動
物
の
場
合
は
相
当
部
分
ま
で
本
能
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
の
身
体
的
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
人
間
の
場
合
に
は
か
な
り
の
程
度
ま
で
文
化
的
、
社
会
的

な
規
則
に
、
し
か
も
必
ず
し
も
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
共
有
さ
れ
た
、 ⑶
暗
黙
の
規

則
に
よ
っ
て
い
る
。 

社
会
が
違
え
ば
身
振
り
や
所
作
も
異
な
り
、
そ
れ
ら
が
示
す
意

味
も
異
な
る
の
だ
。

　

身
体
と
い
う
こ
の
関
係
や
表
出
の
場
の
相
互
の
関
係
（
＝
他
の
身
体
と
の
関
係
）

や
、
身
体
と
外
的
環
境
世
界
と
の
関
係
（
＝
他
の
身
体
以
外
の
事
物
と
の
関
係
）
を

仲
立
ち
す
る
も
の
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
、
つ
ま
り
関
係
の
媒
体
が
あ
る
。

そ
う
し
た
メ
デ
ィ
ア
の
代
表
的
か
つ
重
要
な
も
の
の
一
つ
が
こ
れ
ま
で
も
見
て
き
た

「
話
し
言
葉
」と
し
て
の
言
語
で
あ
る
。
言
語
は
、身
体
に
発
す
る
音
声
が
分
節
さ
れ
、

発
話
者
の
意
図
や
意
味
を
相
互
主
観
的
に
表あ

ら

わ
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
人
び
と
の
つ
な
が
り
を
結
び
、
そ
の
つ
な
が
り
の
中
で
意
味
を
表
示
し
、
伝
達

す
る
メ
デ
ィ
ア
に
な
る
。

　

身
体
に
発
す
る
音
声
を
素
材
に
す
る
と
い
う
点
で
、
い
ま
だ
身
体
か
ら
完
全
に
は

分
離
し
て
い
な
い
「
話
し
言
葉
」
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
媒
介
し
た
り
、

言
語
ば
か
り
で
な
く
非
言
語
的
な
音
響
や
画
像
情
報
の
伝
達
や
蓄
積
を
可
能
に
し
た

り
す
る
の
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
情
報
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
。
身
体
か
ら
未
分
化
で
、
発
声

さ
れ
た
と
た
ん
に
消
え
て
ゆ
く
音
声
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
た
言
語
を
身
体
か
ら

切
り
離
し
、
空
間
的
、
時
間
的
隔
た
り
が
あ
っ
て
も
言
葉
を
想
起
し
た
り
、
再
現
し

た
り
で
き
る
よ
う
に
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
文
字
が
あ
る
。
そ
し
て
、
文
字
が
刻
ま

れ
、
書
き
込
ま
れ
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
石
碑
や
粘
土
板
、
木
簡
や
紙
が
あ
り
、
巻
物

や
書
物
が
あ
る
。
今
日
で
は
さ
ら
に
、
メ＊

モ
リ
・
カ
ー
ド
や
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
な
ど
の

電
子
媒
体
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
メ
デ
ィ
ア
は
、
声
と
し
て
の
言
語
が
届
か
な
い
ほ
ど

の
遠
く
の
場
所
へ
と
言
語
が
届
く
こ
と
を
可
能
に
し
、
地
理
的
に
遠
い
場
所
に
い
る

他
者
た
ち
や
、
時
間
的
な
未
来
に
い
る
他
者
た
ち
へ
と
、
言
葉
に
よ
る
行
為
や
関
係

の
つ
な
が
り
を
媒
介
し
、
拡
張
す
る
。

　

こ
う
し
て
メ
デ
ィ
ア
が
行
為
や
関
係
を
媒
介
し
、
拡
張
す
る
〝
遠
く
〟
は
、
空
間

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（ 

＊ 

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）　

　

人
間
は
身
体
と
し
て
他
者
と
と
も
に
あ
り
、
身
体
と
し
て
世
界
を
生
き
る
。
人
間

に
と
っ
て
身
体
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
他
の
身
体
や
事
物
か
ら
な
る
世
界
に
出
会
い
、

そ
れ
ら
を
受
け
止
め
、そ
れ
ら
に
対
し
て
働
き
か
け
る
最
も
基
本
的
な
経
験
と
表
出
、

関
係
の
場
で
あ
る
。

 

⑴
身
体
が「
場
」で
あ
る
と
は
、何
や
ら
奇
妙
な
物
言
い
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。 

こ
の
言
い
方
に
は
、
身
体
と
は
、
私
た
ち
が
世
界
や
他
者
と
出
会
い
、
関
係
す
る
こ

と
の
窓
口
で
あ
り
、
世
界
に
つ
い
て
の
経
験
が
そ
こ
で
ま
さ
に
「
私
の
経
験
」
と
し

て
生
じ
、
そ
れ
を
通
じ
て
他
者
に
自
ら
の
思
い
や
思
考
を
示
し
て
ゆ
く
と
こ
ろ
で
あ

る
、
と
い
う
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　

私
た
ち
は
身
体
な
し
に
は
、
世
界
や
他
者
と
出
会
う
こ
と
は
な
い
。
私
た
ち
は
身

体
を
生
き
、
そ
の
身
体
を
通
じ
て
世
界
と
出
会
い
、
他
者
た
ち
と
か
か
わ
り
あ
う
。

私
た
ち
は
身
体
に
よ
っ
て
他
者
の
前
に
現あ

ら

わ
れ
、
そ
の
姿
勢
や
表
情
、
所
作
や
態
度

や
た
た
ず
ま
い
は
、
直
接
身
体
相
互
が
触
れ
あ
う
こ
と
が
な
く
て
も
、
他
の
人
び
と

と
の
つ
な
が
り
の
中
で
、
私
に
関
す
る
事
柄
を
他
者
の
前
に
示
し
て
し
ま
う
。
た
と

え
ば
満
員
電
車
や
エ
レ
ベ
ー
タ
の
中
で
見
知
ら
ぬ
人
び
と
と
乗
り
あ
わ
せ
た
と
き
、

私
た
ち
は
互
い
に
素
知
ら
ぬ
顔
を
し
て
、
視
線
を
宙
に
泳
が
せ
、
広
告
や
パ
ネ
ル
に

目
を
や
っ
た
り
す
る
。
社
会
学
者
が
「
儀
礼
的
無
関
心
」
と
呼
ぶ
こ
う
し
た
振
る
舞

い
は
、「
私
た
ち
は
互
い
に
関
係
の
な
い
他
者
同
士
で
す
よ
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ

と
つ
な
が
り
の
形
を
、互
い
に
示
し
あ
う
身
体
的
所
作
で
あ
る
。
妙
な
言
い
方
だ
が
、

⑵
つ
な
が
り
が
な
い
こ
と
を
互
い
に
示
す
と
い
う
、
言
っ
て
み
れ
ば
最
低
限
の
つ
な
が
り

の
中
で
、
身
体
は
そ
の
沈
黙
に
よ
っ
て
あ
る
意
味
を
示
し
、
他
者
と
の
間
の
最
低
限

の
つ
な
が
り
を
定
義
し
、
そ
の
つ
な
が
り
を
生
き
て
い
る
の
だ
。

　

身
体
的
な
所
作
に
よ
る
相
互
の
関
係
の
意
味
の
定
義
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
の
よ
う
な
言
葉
を
も
た
な
い
動
物
に
も
存
在
す
る
。

4
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間
的
な
隔
た
り
を
超
え
て
接
続
さ
れ
る
。た
と
え
ば
ニ
ュ
ー
ス
の
現
場
中
継
の
場
合
、

私
た
ち
は
画
面
の
中
で
ニ
ュ
ー
ス
を
伝
え
る
現
場
記
者
と
つ
な
が
っ
て
い
る
と
同
時

に
、
そ
れ
を
映
し
て
い
る
カ
メ
ラ
マ
ン
の
身
体
と
も
接
続
し
て
お
り
―
―
私
た
ち
は

彼
／
彼
女
が
見
聞
き
す
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は
彼
／
彼
女
が
見
聞
き
さ
せ
た
い
よ
う

に
見
聞
き
す
る
―
―
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
事
件
の
現
場
と
い
う
特
定
の
場
所
や
時

間
や
出
来
事
と
接
続
し
て
い
る
の
で
あ
る
。　

 

⑸
私
た
ち
が
現
在
知
っ
て
い
る
―
―
正
確
に
言
う
と
〝
感
じ
、
了
解
し
て
い
る
〟 

―
―
日
本
や
世
界
、
世
界
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
、
文
化
的
な
領
域
や
ジ
ャ
ン
ル

の
広
が
り
は
、
そ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
媒
介
作
用
を
通
じ
て
私
た
ち
の
前
に
現
わ

れ
た
場
の
広
が
り
で
あ
る
。 

私
た
ち
は
、
メ
デ
ィ
ア
の
媒
介
作
用
を
通
じ
て
私
た
ち

の
目
や
耳
に
届
く
言
葉
や
像
を
つ
づ
り
合
わ
せ
て
「
日
本
」
や
「
世
界
」、「
ス
ポ
ー

ツ
界
」
や
「
芸
能
界
」、「
流
行
の
世
界
」
や
「
話
題
の
世
界
」
と
い
っ
た
世
界
の
自

分
な
り
の
像
を
形
作
る
。
も
っ
と
も
、
私
た
ち
の
耳
目
に
入
る
前
に
、
そ
う
し
た
世

界
の
像
は
新
聞
や
雑
誌
、
テ
レ
ビ
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
編
集
者
に
よ
っ
て
、
す
で
に

切
り
貼
り
さ
れ
、
加
工
さ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
は
そ
う
し
た
編
集
さ
れ
た
世
界
の
像

を
、
さ
ら
に
自
分
な
り
に
取
捨
選
択
し
、
編
集
し
て
我
が
も
の
と
し
、
そ
こ
に
私
た

ち
の
身
体
を
接
続
し
て
い
る
の
だ
。

　

た
と
え
ば
、私
た
ち
が
感
じ
、了
解
す
る「
日
本
」と
い
う
広
が
り
は
、新
聞
や
雑
誌
、

テ
レ
ビ
や
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
の
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
を
通
じ
て
、
日
本
人
に
と
っ
て
重
要
で

あ
っ
た
り
、
意
味
が
あ
っ
た
り
、
興
味
深
か
っ
た
り
す
る
も
の
と
さ
れ
て
選
択
さ
れ
、

報
道
さ
れ
る
情
報
や
イ
メ
ー
ジ
が
、「
日
本
」
と
呼
ば
れ
る
地
理
的
広
が
り
や
、「
日

本
人
」
と
呼
ば
れ
る
人
間
の
集
団
の
中
で
、
メ
デ
ィ
ア
の
媒
介
作
用
を
通
じ
て
ゆ
る

や
か
に
共
有
さ
れ
、
そ
の
共
有
を
通
じ
て
人
び
と
が
つ
な
が
り
と
場
を
共
有
す
る
と

こ
ろ
に
現
わ
れ
て
く
る
。
政
治
学
者
の
ベ＊

ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン
は
、
ネ
ー

シ
ョ
ン
―
―
つ
ま
り
「
国
」
や
「
国
民
」
―
―
を
「
想
像
の
共
同
体
」
と
呼
び
、
そ

の
成
立
に
新
聞
や
小
説
の
よ
う
な
国
内
市
場
を
広
範
に
対
象
と
す
る
刊
行
物
を
商
品

化
し
た
出
版
資
本
主
義
の
展
開
が
あ
ず
か
っ
て
い
た
と
論
じ
て
い
る
。

（
若
林
幹
夫
「
社
会
学
入
門
一
歩
前
」（
一
部
改
変
）
に
よ
る
）　

的
に
遠
い
場
所
で
あ
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
時
間
的
に
遠
い
「
過
去
」
や
「
未
来
」
で

あ
る
こ
と
も
あ
る
。
文
書
や
書
物
、
新
聞
や
雑
誌
は
、
地
理
的
に
遠
く
離
れ
た
た
く

さ
ん
の
人
び
と
の
間
に
、
同
じ
言
葉
を
読
み
、
知
り
、
使
用
す
る
こ
と
を
共
有
す
る

つ
な
が
り
や
、
同
じ
規
則
や
法
令
に
従
っ
た
り
、
同
じ
話
題
や
ニ
ュ
ー
ス
を
共
有
し

た
り
す
る
関
係
の
広
が
り
を
作
り
出
す
。
古
代
の
石
碑
や
古
文
書
、
過
去
の
書
き
手

た
ち
が
書
い
た
書
物
な
ど
は
、
時
の
隔
た
り
を
超
え
た
過
去
―
現
在
―
未
来
の
間
の

書
き
手
と
読
み
手
の
関
係
を
作
り
出
す
。

　

メ
デ
ィ
ア
が
行
為
や
関
係
を
媒
介
す
る
相
手
が
、
未
来
の
自
分
で
あ
る
こ
と
も
あ

る
。
メ
モ
を
と
っ
た
り
ノ
ー
ト
を
書
い
た
り
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
今
の
自
分
と
未
来
の
自
分
を
つ
な
ぎ
、
自
分
自
身
と
の
間
に
時
の
流
れ
を
超
え
た

関
係
を
結
ん
で
い
る
の
だ
。

　

さ
ら
に
、
レ
コ
ー
ド
や
ラ
ジ
オ
、
無
線
や
電
話
の
よ
う
な
音
声
や
音
響
を
記
録
・

伝
達
・
再
現
す
る
媒
体
、
絵
画
や
写
真
、
映
画
や
テ
レ
ビ
の
よ
う
に
画
像
を
記
録
・

伝
達
・
再
現
す
る
媒
体
は
、
言
語
的
な
音
声
や
身
体
的
な
所
作
の
像
を
そ
の
ま
ま
遠

方
や
未
来
に
伝
達
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
遠
方
や
過
去
の
人
が
見
聞
き
し
た
こ
と

を
現
在
い
る
場
所
に
お
い
て
見
聞
き
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
日
々
電
話
や
イ
ン

タ
ー
ネ
ッ
ト
を
使
い
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
を
見
聞
き
し
、
雑
誌
の
グ
ラ
ビ
ア
や
ア
ル

バ
ム
の
写
真
や
街
頭
の
ポ
ス
タ
ー
を
眺
め
、
映
画
や
ビ
デ
オ
、
Ｃ
Ｄ
を
楽
し
む
私
た

ち
は
、
⑷
そ
の
よ
う
に
し
て
今
・
こ
こ
に
い
な
い
他
者
た
ち
と
の
間
の
つ
な
が
り
を 

生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
媒
介
作
用
に
よ
っ
て
、
メ
デ
ィ
ア
は
人
と
人
を
つ
な
ぐ
だ
け
で
は
な

い
。
他
者
が
書
き
と
っ
た
り
、
録
音
し
た
り
、
撮
影
し
た
り
し
た
文
章
や
音
響
や
画

像
を
見
聞
き
す
る
と
き
、
私
た
ち
は
今
・
こ
こ
に
は
な
い
物
や
場
所
や
出
来
事
と
、

間
接
的
に
で
あ
る
け
れ
ど
も
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

ニ
ュ
ー
ス
で
中
継
さ
れ
る
事
件
の
現
場
、
今
聴
い
て
い
る
音
楽
が
録
音
さ
れ
た

ホ
ー
ル
、
写
真
集
の
ペ
ー
ジ
に
印
刷
さ
れ
た
そ
そ
り
立
つ
山
脈
と
い
っ
た
物
や
場
所

が
、
音
響
・
映
像
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
私
た
ち
の
い
る
今
・
こ
こ
と
、
時
間
的
、
空
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〔
問
２
〕 

⑵
つ
な
が
り
が
な
い
こ
と
を
互
い
に
示
す
と
い
う
、
言
っ
て
み
れ
ば
最
低
限

の
つ
な
が
り 

と
あ
る
が
、「
つ
な
が
り
が
な
い
こ
と
を
互
い
に
示
す
」
こ
と

が
ど
う
し
て
「
つ
な
が
り
」
と
言
え
る
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切

な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

電
車
や
エ
レ
ベ
ー
タ
の
中
で
、
他
人
と
目
を
合
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
素
知
ら

ぬ
顔
を
す
る
こ
と
は
、
異
な
る
他
者
と
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
く
た
め
の
工
夫
で

あ
る
が
、
結
局
は
思
い
が
け
な
い
か
た
ち
で
か
か
わ
る
こ
と
も
あ
る
か
ら
。

イ　

電
車
や
エ
レ
ベ
ー
タ
の
中
で
、
他
人
と
目
を
合
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
素
知
ら

ぬ
顔
を
す
る
こ
と
は
、
互
い
の
関
係
性
を
否
定
す
る
行
為
で
あ
る
が
、
そ
の
振
る

舞
い
自
体
が
他
者
に
自
分
の
意
思
を
伝
達
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
。

ウ　

電
車
や
エ
レ
ベ
ー
タ
の
中
で
、
他
人
と
目
を
合
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
素
知
ら

ぬ
顔
を
す
る
こ
と
は
、
相
手
を
不
快
に
さ
せ
な
い
た
め
の
気
づ
か
い
で
あ
る
が
、

互
い
に
そ
の
意
思
を
理
解
し
合
え
な
い
ま
ま
状
況
を
共
有
し
て
い
る
か
ら
。

エ　

電
車
や
エ
レ
ベ
ー
タ
の
中
で
、
他
人
と
目
を
合
わ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
素
知
ら

ぬ
顔
を
す
る
こ
と
は
、
互
い
の
存
在
を
軽
視
す
る
所
作
で
あ
る
が
、
本
当
は
自
分

を
相
手
に
受
容
し
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
気
持
ち
の
裏
返
し
で
あ
る
か
ら
。

〔
注
〕
メ
モ
リ
・
カ
ー
ド
や
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ 

― 

― 

共
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
情
報
を

記
憶
し
て
お
く
装
置
。　

　
　
　

ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
・
ア
ン
ダ
ー
ソ
ン 

―
― 

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
政
治
学
者
。

〔
問
１
〕 

⑴
身
体
が
「
場
」
で
あ
る
と
は
、
何
や
ら
奇
妙
な
物
言
い
に
思
わ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
。 

と
あ
る
が
、「
身
体
が
『
場
』
で
あ
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

私
た
ち
は
活
動
の
土
台
と
し
て
身
体
を
と
ら
え
、
他
者
や
外
的
環
境
世
界
と
出

会
い
な
が
ら
「
私
の
経
験
」
を
よ
り
よ
く
発
展
さ
せ
て
い
る
身
体
的
存
在
で
あ
る

と
い
う
こ
と
。

イ　

私
た
ち
は
身
体
を
窓
口
と
し
て
自
ら
の
思
い
や
思
考
を
表
出
す
る
た
め
、
他
者

や
世
界
と
直
接
身
体
が
触
れ
合
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
、
相
互
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
う
こ
と
。

ウ　

私
た
ち
は
人
間
に
共
通
す
る
身
体
的
な
活
動
を
経
験
の
よ
り
所
と
す
る
た
め
、

か
か
わ
り
あ
っ
た
他
の
身
体
の
経
験
を
想
像
し
て
「
私
の
経
験
」
と
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

私
た
ち
は
身
体
を
窓
口
と
し
て
他
者
や
事
物
か
ら
な
る
世
界
を
受
け
止
め
た
り
、

そ
れ
ら
に
働
き
か
け
た
り
し
な
が
ら
、
世
界
と
自
己
と
の
関
係
を
結
ん
で
い
る
と

い
う
こ
と
。
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〔
問
４
〕 

⑷
そ
の
よ
う
に
し
て
今
・
こ
こ
に
い
な
い
他
者
た
ち
と
の
間
の
つ
な
が
り

を
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。 

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
九
〇
字
以
上

一
〇
〇
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

〔
問
５
〕 

⑸
私
た
ち
が
現
在
知
っ
て
い
る
―
―
正
確
に
言
う
と
〝
感
じ
、
了
解
し
て
い

る
〟
―
―
日
本
や
世
界
、
世
界
内
の
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
的
、
文
化
的
な
領
域

や
ジ
ャ
ン
ル
の
広
が
り
は
、
そ
の
よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
の
媒
介
作
用
を
通
じ
て

私
た
ち
の
前
に
現
わ
れ
た
場
の
広
が
り
で
あ
る
。 

と
あ
る
が
、「
私
た
ち
」

が
「〝
感
じ
、
了
解
し
て
い
る
〟」
世
界
と
は
、
ど
の
よ
う
な
世
界
な
の
か
。

八
〇
字
以
上
九
〇
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。

〔
問
３
〕 

⑶
暗
黙
の
規
則
に
よ
っ
て
い
る
。 

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説

明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

意
識
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
人
間
は
所
属
す
る
社
会
や
文
化
が
定
義
す

る
振
る
舞
い
や
所
作
の
意
味
に
従
っ
て
、
他
者
と
相
互
に
応
答
し
あ
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
。

イ　

意
識
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
人
間
は
所
属
す
る
社
会
が
決
定
し
た
文
化

的
規
則
を
、
場
に
応
じ
て
作
り
変
え
な
が
ら
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
。

ウ　

意
識
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
人
間
は
所
属
す
る
社
会
に
よ
っ
て
明
記
さ

れ
た
ル
ー
ル
を
目
に
す
る
こ
と
で
、
同
じ
よ
う
な
身
振
り
を
す
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
こ
と
。

エ　

意
識
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
人
間
は
所
属
す
る
社
会
の
規
定
を
拡
張
し
、

文
化
や
社
会
の
枠
組
み
を
超
え
た
価
値
観
に
基
づ
く
行
い
を
す
る
よ
う
に
な
る
と

い
う
こ
と
。

2024110150-久我山-錦商事模擬-立川-J国語 問題.indd   102024110150-久我山-錦商事模擬-立川-J国語 問題.indd   10 2025/01/20   14:46:012025/01/20   14:46:01



− 11 −

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。
な
お
、 　
　
　
　

内
の
文
章

は
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
「
同
じ
く
仙せ

ん

遊ゆ
う

観か
ん

に
題
す
」
の
現
代
語
訳
で
あ

る
。
ま
た
、［　
　

］
内
は
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ
て
い
る
漢
文
の
現
代
語
訳
で

あ
る
。（ 

＊ 

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

　

わ
た
し
が
住
ん
で
い
る
仙せ
ん

台だ
い

と
い
う
町
は
、＊伊だ

達て

政ま
さ

宗む
ね

が
青
葉
山
に
仙
台
城
を
築

き
、
ふ
も
と
に
ひ
ろ
が
る
平
地
に
城
下
町
を
建
設
し
た
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
て
お

り
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
れ
以
前
に
何
も
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
く
て
、
も
と

も
と
伊
達
氏
よ
り
も
さ
き
に
こ
の
地
域
を
支
配
し
た
国こ

く

分ぶ
ん

氏
と
い
う
豪
族
が
こ
の
山

に
城
を
築
い
て
千せ

ん

代だ
い

城
と
称
し
た
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
政
宗
は
そ
の
廃
城
の
あ
と

を
利
用
し
て
城
を
築
き
、
文
字
を
改
め
て
仙
台
城
と
名
づ
け
た
の
だ
そ
う
で
す
。

　

国
分
氏
の
「
千
代
城
」
と
い
う
名
称
の
由
来
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
説
が
あ
り

ま
す
が
、
わ
た
し
は
こ
の
あ
た
り
を
今
で
も
川か

わ

内う
ち

と
呼
ん
で
い
る
そ
の
地
名
を
音お

ん

読よ
み

し
て
「
せ
ん
だ
い
」
と
し
、
め
で
た
い
文
字
を
あ
て
は
め
て
「
千
代
」
と
称
し
た
と

考
え
る
の
が
も
っ
と
も
明
快
で
、
す
じ

0

0

が
と
お
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

仙
台
城
の
本＊

丸
が
あ
っ
た
山
が
青
葉
山
と
呼
ば
れ
、
仙
台
城
の
別
名
を
青
葉
城
と

い
う
こ
と
は
多
く
の
か
た
が
ご
ぞ
ん
じ
か
と
思
い
ま
す
。す
こ
し
以
前
の
大
相
撲
で
、

青＊

葉
城
と
青
葉
山
と
い
う
、
宮
城
県
出
身
の
二
人
の
お
す
も
う
さ
ん
が
活
躍
し
て
い

た
の
を
ご
記
憶
の
か
た
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
、
本
丸
は
青
葉
山
で

す
が
、
二
の
丸
と
三
の
丸
は
そ
の
ふ
も
と
の
川
内
に
あ
り
、
そ
の
す
べ
て
を
取
り
か

こ
む
よ
う
に
広
瀬
川
が
ぐ
る
っ
と
湾
曲
し
て
流
れ
、自
然
の
堀
に
な
っ
て
お
り
ま
す
。

山
す
そ
を
川
が
取
り
か
こ
ん
で
い
る
と
い
う
、
要
害
に
ふ
さ
わ
し
い
地
形
で
、
国
分

氏
や
伊
達
政
宗
が
目
を
つ
け
た
の
も
、
な
る
ほ
ど
と
な
っ
と
く
が
で
き
ま
す
。
つ
い

で
な
が
ら
わ
た
し
の
研
究
室
が
あ
る
大
学
の
建
物
は
、
こ
の
川
内
の
仙
台
城
二
の
丸

跡
に
あ
た
っ
て
お
り
ま
す
。　

　

要
す
る
に
広
瀬
川
が
大
き
く
湾
曲
し
て
流
れ
る
内
側
で
す
か
ら
、
川
内
と
い
う
地

名
は
ま
こ
と
に
自
然
で
す
し
、
そ
れ
を
す
こ
し
気
ど
っ
て
音
読
み
に
す
れ
ば
「
せ
ん

〔
問
６
〕　

本
文
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の

う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

動
物
の
本
能
が
規
定
し
て
い
る
相
互
の
関
係
の
意
味
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

の
仕
方
は
、
人
間
の
理
性
が
規
定
し
た
意
思
疎
通
の
方
法
に
劣
る
。　

イ　
「
話
し
言
葉
」
の
音
声
は
発
話
者
と
聞
き
手
と
の
間
で
分
断
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る

の
で
、
相
互
主
観
的
に
意
図
や
意
味
を
伝
え
合
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

ウ　

昔
か
ら
あ
る
石
碑
や
粘
土
板
、
巻
物
や
書
物
な
ど
は
、
メ
モ
リ
・
カ
ー
ド
や 

Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
な
ど
の
電
子
媒
体
よ
り
も
書
き
手
と
読
み
手
の
関
係
を
作
り
出
す
。

エ　

新
聞
や
小
説
と
い
っ
た
出
版
物
が
ゆ
る
や
か
に
共
有
さ
れ
て
い
く
な
か
で
、
似

た
よ
う
な
も
の
の
見
方
を
す
る
共
同
体
が
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

5
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伝
え
聞
く
五
城
楼
の
よ
う
な
建
物
を
初
め
て
目
に
し
た
。

あ
た
り
は
寒
々
と
秋
の
気
配
に
満
ち
、
夕
べ
か
ら
の
雨
も
上
が
っ
た
。

山
の
色
は
遥
か
に
、
暮
れ
ゆ
く
秦
の
地
方
の
林
に
連
な
る
。

布
地
を
や
わ
ら
げ
、
つ
や
を
出
す
た
め
に
打
つ
木き

槌づ
ち

の
音
が
間
近
に
聞
こ
え
、

漢
の
宮
殿
に
秋
の
訪
れ
を
伝
え
て
い
る
。　

ま
ば
ら
な
松
の
枝
が
影
を
落
と
し
、
祭
壇
は
塵ち

り

一
つ
な
く
静
ま
り
返
る
。

細
や
か
に
茂
る
草
は
春
の
よ
う
に
香
り
、小
さ
な
ほ
こ
ら
が
ひ
っ
そ
り
と
あ
る
。

ど
う
し
て
別
世
界
に
尋
ね
求
め
ゆ
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。

人
間
世
界
の
中
に
も
仙
人
が
住
む
と
い
う
山
は
存
在
す
る
の
だ
。

　

さ
ら
に
も
う
ひ
と
つ
『
三
体
詩
』
に
は
、＊

崔さ
い

曙し
ょ

と
い
う
人
の
「
九き

ゅ
う

日じ
つ　

仙
台
に

登
り
て
、
劉り

ゅ
う

明め
い

府ふ

に
呈て

い

す
［
九
月
九
日
重
陽
の
節
句
の
日
に
仙
台
に
登
っ
て
、
県

の
劉
長
官
に
捧さ

さ

げ
る
］」
と
題
す
る
詩
も
あ
り
ま
す
。
崔
曙
の
詩
の
「
仙
台
」
は

陝せ
ん
し
ゅ
う州

、
今
の
河か

南な
ん

省し
ょ
う

陝
県
に
あ
る
高
台
、
こ
の
詩
の
第
一
句
に
「＊

漢か
ん

文ぶ
ん

皇こ
う

帝て
い　

高

台
有
り
［
昔
、漢
の
文
帝
が
高
い
建
物
を
築
い
た
］」
と
あ
る
よ
う
に
前
漢
の
文
帝
が
、

こ
の
土
地
ゆ
か
り
の
仙
人
、
河か

上じ
ょ
う

公こ
う

を
慕
っ
て
築
い
た
と
伝
え
ら
れ
ま
す
。
じ
つ

は
こ
れ
が
中
国
に
お
け
る
「
仙
台
」
の
本
家
な
の
で
、
さ
き
の
韓
翃
の
詩
や
、＊

陳ち
ん

子す

昻ご
う

の
詩
な
ど
の
場
合
は
、
道
観
を
詠
ず
る
の
に
こ
の
こ
と
ば
を
借
用
し
た
の
で
す
。

旧
解
の
中
に
は
、
韓
翃
の
詩
の
「
仙
遊
観
」
を
陝
州
の
仙
台
に
あ
っ
た
建
物
と
す
る

も
の
も
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
叙
景
の
表
現
（
秦
樹
の
晩
、
漢
宮
の
秋
）
か
ら
い
っ
て
、 

長
安あ

ん

に
あ
っ
た
道
観
に
ち
が
い
な
く
、
⑶「
仙
台
」
は
比
喩
的
に
用
い
た
の
で
す
。 

い
ず
れ
に
せ
よ
仙
人
ゆ
か
り
の
、
も
し
く
は
仙
境
の
高
台
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
と

く
に
韓
翃
の
詩
は
そ
こ
に
こ
の
世
の
も
の
と
も
思
わ
れ
ぬ
す
ば
ら
し
い
建
物
が
あ
っ

た
こ
と
を
詠
じ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
新
た
に
築
い
た
城
を
祝
う
の
に
ふ
さ
わ
し
い

こ
と
ば
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　

政
宗
が
国
分
氏
の
千
代
城
の
跡
に
改
め
て
城
を
築
い
た
と
き
、「
千
代
」
と
い
う

ち
ょ
う

だ
い
」
と
な
り
、
城
の
名
と
な
れ
ば
と
か
く
め
で
た
い
文
字
を
選
び
ま
す
か
ら
、「
千

代
」
の
字
を
あ
て
た
―
―
伊
達
氏
以
前
の
豪
族
の
話
で
す
か
ら
記
録
も
何
も
な
く
て

証
明
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
の
点
は
他
の
説
も
同
じ
こ
と
な
の
で
、
⑴
右
の
よ
う
に

考
え
る
の
が
今
の
と
こ
ろ
い
ち
ば
ん
無
理
の
な
い
推
理
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、
つ
ぎ
に
こ
の
「
千
代
」
を
「
仙
台
」
と
改
め
た
の
は
政
宗

に
ち
が
い
な
い
の
で
す
が
、
そ
の
由
来
に
つ
い
て
も
、
た
し
か
な
記
録
は
残
さ
れ
て

お
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
い
つ
の
こ
ろ
か
ら
か
伝
承
と
し
て
、
政
宗
は
唐＊

詩
の
句
に
ヒ

ン
ト
を
得
て
こ
の
文
字
を
思
い
つ
い
た
と
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。　

　

鎌
倉
、
室
町
か
ら
江
戸
時
代
に
及
ぶ
ま
で
、
日
本
で
ひ
ろ
く
読
ま
れ
た
唐
詩
の
選

集
に
『
三さ

ん

体た
い

詩し

』
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
本
は
七＊

言
絶
句
、
七
言
律
詩
、

五
言
律
詩
が
そ
れ
ぞ
れ
一
巻
に
な
っ
て
お
り
、
こ
の
三
つ
の
形
式
に
か
ぎ
っ
て
い
る

の
で
『
三
体
詩
』
と
い
う
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
第
二
巻
、
七
言
律
詩
の
最
初
に＊

韓か
ん

翃こ
う

の
「
同
じ
く
仙
遊
観
に
題
す
」
と
い
う
詩
が
あ
り
、
そ
の
第
一
句
が
「
仙
台　

初

め
て
見
る　

五ご

城じ
ょ
う

楼ろ
う

」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。「
観
」
と
い
う
の
は
道
観
、
つ
ま
り

当
時
さ
か
ん
で
あ
っ
た
道＊

教
の
寺
院
も
し
く
は
教
会
の
こ
と
、「
仙
遊
観
」
と
い
う

道
観
の
建
物
が
、
壮
大
で
す
ば
ら
し
い
こ
と
を
た
た
え
る
詩
で
、
ま
る
で
仙＊

界
の＊

崑こ
ん

崙ろ
ん

山ざ
ん

に
あ
る
と
伝
説
に
い
う
五
城
十
二
楼
の
よ
う
だ
と
詠
じ
ら
れ
ま
す
。

　　

 

⑵
仙
台　

初
め
て
見
る　

五
城
楼 

仙
台
初
見
五
城
楼

　
　

風
物
凄せ

い

凄せ
い

と
し
て
宿
雨
収
ま
る 

風
物
凄
凄
宿
雨
収

　
　

山
の
色
は
遥は

る

か
に
連
な
る　

秦し
ん

樹じ
ゅ

の
晩く

れ 

山
色
遥
連
秦
樹
晩

　
　

砧き
ぬ
た

の
声
は
近
く
報
ず　

漢か
ん

宮き
ゅ
う

の
秋 

砧
声
近
報
漢
宮
秋

　
　

疎ま
ば

ら
な
る
松　

影
落
ち
て　

空く
う

壇だ
ん

浄き
よ

く 

疎
松
影
落
空
壇
浄

　
　

細
や
か
な
る
草　

春
香か

ぐ
わ
し
く
小し

ょ
う

洞ど
う

幽か
す

か
な
り 

細
草
春
香
小
洞
幽

　
　

何
ぞ
用
い
ん　

別
に
方
外
（
別
世
界
）
を
尋た

ず

ね
去ゆ

く
を 

何
用
別
尋
方
外
去

　
　

人こ
の
よ間

に
亦ま

た
自

お
の
ず
から

丹た
ん

丘き
ゅ
う

（
仙
山
）
有
り 

人
間
亦
自
有
丹
丘

　
　
　
　
（
韓
翃
「
同
じ
く
仙
遊
観
に
題
す
」） 

―
―
韓
翃
「
同
題
仙
遊
観
」
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そ
の
「
む
か
し
か
ら
」
と
い
う
の
は
、
じ
つ
は
だ
い
た
い
江
戸
時
代
の
な
か
ば
あ
た

り
か
ら
の
こ
と
な
の
で
す
。

　

こ
の
本
は
中
国
の＊

明み
ん

代
の
後
半
、
十
六
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
に
編
集
刊
行
さ
れ
た

も
の
で
、
日
本
に
も
明
版
と
呼
ば
れ
る
明
代
の
刊
本
が
、
わ
り
に
早
く
輸
入
さ
れ
て

は
お
り
ま
す
が
、
数
も
す
く
な
く
、
か
ぎ
ら
れ
た
人
し
か
み
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

で
し
た
。　

　

こ
れ
が
日
本
で
ひ
ろ
く
流る

布ふ

す
る
の
は
、
有
名
な
江
戸
の
儒
学
者
、
荻お

ぎ
ゅ
う生

徂そ

徠ら
い

の

門
人
、
服は

っ
と
り部

南な
ん

郭か
く

と
い
う
人
の
校＊

訂
し
た
本
が
江
戸
で
出
版
さ
れ
た
こ
と
が
き
っ
か

け
に
な
る
の
で
、
そ
れ
は＊

享き
ょ
う

保ほ
う

九
年
、
西
暦
で
い
え
ば
一
七
二
四
年
の
こ
と
、
政

宗
は
一
六
三
六
年
に
亡な

く
な
っ
て
お
り
ま
す
か
ら
、九
十
年
ほ
ど
た
っ
て
お
り
ま
す
。

　

中
国
の
本
、
い
わ
ゆ
る
漢
籍
が
日
本
で
ひ
ろ
ま
る
た
め
に
は
、
や
は
り
日
本
で
改

め
て
出
版
さ
れ
る
、
今
で
い
う
復＊

刻
版
も
し
く
は
リ
プ
リ
ン
ト
版
が
出
る
こ
と
が
前

提
に
な
り
ま
す
。
現
在
は
無
断
で
復
刻
出
版
を
す
る
と
犯
罪
行
為
に
な
り
ま
す
が
、

当
時
は
国
際
間
協
定
な
ど
が
あ
る
は
ず
も
あ
り
ま
せ
ん
か
ら
、
需
要
が
あ
り
さ
え
す

れ
ば
、
遠
慮
な
く
リ
プ
リ
ン
ト
を
出
版
し
ま
し
た
。　

　

日
本
で
出
版
さ
れ
た
漢
籍
の
リ
プ
リ
ン
ト
を
「
和
刻
本
」
と
申
し
ま
す
が
、
江
戸

時
代
に
出
版
さ
れ
た
和
刻
本
漢
籍
の
種
類
と
量
は
た
い
へ
ん
な
も
の
で
す
。
し
か
し

そ
の
中
で
も
、
同
じ
本
が
大
量
に
出
版
さ
れ
た
と
い
う
点
で
は
、『
唐
詩
選
』
は
ず

ば
ぬ
け
て
お
り
ま
す
。
十
万
部
を
く
だ
る
ま
い
と
い
う
の
が
専
門
家
の
推
計
で
、
お

か
げ
で
版
元
の
嵩す

う

山ざ
ん

房ぼ
う

と
い
う
江
戸
の
本
屋
は
お
お
も
う
け
を
し
ま
し
た
。
し
か
し

そ
れ
は
享
保
以
後
の
こ
と
で
す
か
ら
、
政
宗
の
⑹
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ
こ
と
で
す
。

　

そ
こ
で
、『
三
体
詩
』
の
ほ
う
は
と
申
し
ま
す
と
、
も
と
も
と
南

＊
な
ん

宋そ
う

時
代
、
十
三

世
紀
な
か
ば
に
編
集
さ
れ
た
本
で
、日
本
に
は
鎌
倉
時
代
に
輸
入
さ
れ
て
お
り
、も
っ

と
も
早
い
和
刻
本
は
十
四
世
紀
、
南
北
朝
時
代
の
も
の
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
し

て
室
町
時
代
に
な
る
と
、
何
回
も
何
回
も
く
り
か
え
し
出
版
さ
れ
て
お
り
、
江
戸
時

代
の
初
期
ま
で
は
、
日
本
の
知
識
人
た
ち
は
唐
詩
を
読
む
と
い
え
ば
ま
ず
こ
の
本
で

読
ん
だ
も
の
で
、
い
わ
ば
知
識
人
必
読
の
書
で
し
た
。

の
は
「
千ち

代よ

に
八や

千ち

代よ

に
…
…
」
と
い
う
め
で
た
い
文
字
に
は
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん

が
、
何
し
ろ
没
落
し
て
し
ま
っ
た
豪
族
の
命
名
で
す
か
ら
、
そ
の
ま
ま
と
い
う
わ
け

に
は
い
か
な
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
。　

　

も
し
か
す
る
と
、
城
の
名
を
考
え
て
い
た
と
き
に
た
ま
た
ま
『
三
体
詩
』
を
読
ん

で
い
て
こ
の
文
字
が
目
に
つ
い
た
、
な
ど
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
な
く
は
な
い
―
―

小
説
か
ド
ラ
マ
な
ら
ば
そ
う
い
う
場
面
を
設
定
し
て
も
よ
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
も
う

す
こ
し
現
実
に
即
し
た
推
理
と
し
て
は
、
伊
達
政
宗
は
す
ぐ
れ
た
武
将
で
あ
り
、
政

治
家
で
あ
る
と
同
時
に
、
詩
歌
に
も
通
じ
、
レ
ベ
ル
の
高
い
教
養
を
身
に
つ
け
た
人
、

今
風
に
い
え
ば
文
化
人
で
も
あ
り
ま
し
た
か
ら
、
当
時
の
教
養
の
あ
り
か
た
か
ら

い
っ
て
、『
三
体
詩
』な
ど
は
読
ん
だ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
く
て
、

ほ
と
ん
ど
全
部
を
暗
記
す
る
く
ら
い
に
親
し
ん
で
い
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

 

⑷
で
す
か
ら
、「
千
代
城
」
と
い
う
名
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
な
っ
た
と
き
、
右

に
挙
げ
た
詩
か
ら
「
仙
台
」
と
い
う
文
字
を
思
い
つ
い
た
と
い
う
の
は
ご
く
自
然
だ

と
思
い
ま
す
。 

も
と
よ
り
政
宗
自
身
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
何
も
書
き
残
し
て
は
い

な
い
の
で
断
定
的
な
こ
と
は
い
え
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
右
に
述
べ
た
よ
う
な
こ
と
以

外
に
は
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。

　

あ
る
宮
城
県
の
郷
土
史
家
の
書
か
れ
た
も
の
に
、
政
宗
が
『＊

唐と
う

詩し

選せ
ん

』
か
ら
「
仙

台
」
と
い
う
名
称
を
思
い
つ
い
た
と
あ
り
ま
し
た
が
、右
に
挙
げ
た
韓
翃
の
詩
は
『
唐

詩
選
』
に
は
み
え
て
お
り
ま
せ
ん
。
あ
る
い
は
『
三
体
詩
』
と
『
唐
詩
選
』
を
と
り

ち
が
え
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
崔
曙
の
「
九
日
仙
台
に
登
り
て

劉
明
府
に
呈
す
」
と
い
う
詩
は
『
三
体
詩
』
と
『
唐
詩
選
』
の
両
方
に
み
え
て
い
る

数
す
く
な
い
詩
の
ひ
と
つ
な
の
で
、『
唐
詩
選
』
に
み
え
る
こ
の
詩
題
か
ら
、
と
い

う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
な
い
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
⑸
し
か
し
わ
た
し
は
、政
宗
が
『
唐

詩
選
』
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
申
し
ま
す
と
、
さ
き
ほ
ど
政
宗
が
高
度
の
教
養
人
で
あ
る
よ
う
に
述

べ
た
の
と
矛
盾
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。『
唐
詩
選
』
は
む
か
し
か
ら
日
本
人
に
よ
く
読
ま
れ
て
き
た
と
申
し
ま
す
が
、
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〔
問
１
〕 

⑴
右
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
今
の
と
こ
ろ
い
ち
ば
ん
無
理
の
な
い
推
理
だ
と

思
い
ま
す
。 

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切

な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　
「
千
代
」
と
い
う
城
の
名
は
、
自
然
豊
か
な
「
川
内
」
を
切
り
開
い
て
城
下
町
を

つ
く
る
際
に
土
地
の
歴
史
を
重
ん
じ
、
読
み
方
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
と
考
え
る
の

が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。

イ　
「
千
代
」
と
い
う
城
の
名
は
、
ふ
も
と
を
流
れ
る
広
瀬
川
に
ち
な
ん
だ
「
川
内
」

を
音
読
み
し
、
伊
達
家
が
繁
栄
す
る
こ
と
を
願
っ
て
め
で
た
い
漢
字
を
あ
て
た
と

考
え
る
の
が
自
然
だ
と
い
う
こ
と
。

ウ　
「
千
代
」
と
い
う
城
の
名
は
、
昔
か
ら
こ
の
地
に
あ
っ
た
「
川
内
」
と
い
う
地
名

を
音
読
み
し
て
、
そ
こ
に
縁
起
が
良
い
と
さ
れ
る
漢
字
を
あ
て
て
付
け
ら
れ
た
と

考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
い
う
こ
と
。

エ　
「
千
代
」
と
い
う
城
の
名
は
、
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
「
川
内
」
の
城
と
区
別
す

る
た
め
に
読
み
方
は
そ
の
ま
ま
に
、
異
な
る
漢
字
に
変
え
た
と
す
る
の
が
一
般
的

だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

〔
問
２
〕 

⑵
仙
台　

初
め
て
見
る　

五
城
楼 

と
あ
る
が
、
こ
の
一
句
が
指
し
示
し
て
い

る
も
の
は
、
次
の
ア
～
オ
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

千
代
城

イ　

仙
遊
観

ウ　

崑
崙
山

エ　

人
間
世
界

オ　

劉
明
府

　

で
す
か
ら
、
政
宗
の
よ
う
な
人
は
、
全
部
を
暗
記
し
て
い
る
く
ら
い
だ
っ
た
に
ち

が
い
な
く
、
何
か
に
つ
け
て
こ
の
中
の
詩
句
を
思
い
浮
か
べ
る
の
は
当
然
の
こ
と
だ

と
思
わ
れ
る
の
で
す
。

（
村
上
哲
見
「
漢
詩
の
名
句
・
名
吟
」（
一
部
改
変
）
に
よ
る
）　

〔
注
〕
伊だ

て達
政ま

さ

宗む
ね 

― 

― 

戦
国
時
代
か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
武
将
。

　
　
　

本
丸 
― 
― 
城
の
中
心
と
な
る
建
物
。
本
丸
の
外
側
の
建
物
を
二
の
丸
と
い

い
、
二
の
丸
を
囲
む
よ
う
に
築
か
れ
た
建
物
を
三
の
丸
と
い
う
。

　
　
　

青
葉
城
と
青
葉
山 
― 
― 

共
に
宮
城
県
仙
台
市
出
身
の
大
相
撲
力
士
。
青
葉

城
は
一
九
八
六
年
に
、
青
葉
山
は
一
九
八
二
年
に
引

退
し
た
。

　
　
　

唐
詩 

― 

― 

漢
詩
。
中
国
で
唐
（
六
一
八
年
―
九
〇
七
年
）
の
時
代
か
ら
作

ら
れ
て
き
た
詩
。

　
　
　

七
言
絶
句
、
七
言
律
詩
、
五
言
律
詩 
― 
― 
漢
詩
の
形
式
。

　
　
　

韓か
ん

翃こ
う 

― 

― 

中
国
の
唐
の
時
代
の
詩
人
。

　
　
　

道
教 

― 

― 

中
国
の
伝
統
宗
教
。

　
　
　

仙
界 

― 

― 

仙
人
の
住
む
と
こ
ろ
。

　
　
　

崑こ
ん

崙ろ
ん

山ざ
ん 

― 

― 

中
国
古
代
に
西
方
に
あ
る
と
想
像
さ
れ
た
高
山
。

　
　
　

崔さ
い

曙し
ょ 

― 

― 

中
国
の
唐
の
時
代
の
詩
人
。

　
　
　

漢か
ん 

― 

― 

昔
の
中
国
の
王
朝
。
紀
元
前
二
〇
二
年
―
紀
元
八
年
ま
で
を
前
漢

と
呼
ぶ
。

　
　
　

陳ち
ん

子す

昻ご
う 

― 

― 

中
国
の
唐
の
時
代
の
詩
人
。

　
　
　
『
唐と
う

詩し

選せ
ん

』 

― 

― 

中
国
の
唐
の
時
代
の
詩
人
の
詩
選
集
。

　
　
　

明み
ん 

― 

― 

昔
の
中
国
の
王
朝
（
一
三
六
八
年
―
一
六
四
四
年
）。

　
　
　

校
訂 

― 

― 

古
書
な
ど
の
本
文
を
、
他
の
伝
本
と
比
べ
合
わ
せ
、
手
を
入
れ

て
正
す
こ
と
。

　
　
　

享き
ょ
う

保ほ
う 

― 

― 

江
戸
時
代
中
期
の
年
号
。

　
　
　

復
刻
版 

― 

― 

昔
の
出
版
物
を
、
装
丁
や
紙
面
な
ど
を
も
と
の
形
に
再
現
し

て
出
版
し
た
も
の
。

　
　
　

南な
ん

宋そ
う 

― 

― 

昔
の
中
国
の
王
朝
（
一
一
二
七
年
―
一
二
七
九
年
）。
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〔
問
４
〕 

⑷
で
す
か
ら
、「
千
代
城
」
と
い
う
名
を
何
と
か
し
な
け
れ
ば
と
な
っ
た
と
き
、

右
に
挙
げ
た
詩
か
ら
「
仙
台
」
と
い
う
文
字
を
思
い
つ
い
た
と
い
う
の
は
ご

く
自
然
だ
と
思
い
ま
す
。 

と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
な

ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

記
録
が
残
っ
て
い
な
い
の
で
証
明
は
で
き
な
い
も
の
の
、
一
国
の
主あ

る
じ

の
城
に
名

を
付
け
る
か
ら
に
は
、
没
落
し
た
豪
族
よ
り
も
格
調
の
高
い
名
前
が
ふ
さ
わ
し
い

と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
伊
達
政
宗
が
、
当
時
ま
だ
誰
も
読
ん
で
い
な
い
『
三
体
詩
』

か
ら
借
用
し
、
重
み
を
出
そ
う
と
し
た
の
は
当
然
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
。

イ　

要
害
と
し
て
都
合
の
よ
い
場
所
で
は
あ
る
も
の
の
、
没
落
し
た
豪
族
の
城
の
名

を
そ
の
ま
ま
使
用
で
き
な
い
と
思
っ
た
で
あ
ろ
う
伊
達
政
宗
は
、
新
た
な
城
の
名

を
考
え
る
際
に
、
自
身
が
精
通
し
て
い
た
『
三
体
詩
』
の
中
に
あ
る
「
仙
台
」
と

い
う
語
が
思
い
浮
か
ん
だ
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
と
考
え
た
か
ら
。

ウ　

新
た
な
城
の
主
の
印
象
を
親
し
み
や
す
い
も
の
へ
変
え
よ
う
と
し
た
で
あ
ろ
う

伊
達
政
宗
に
と
っ
て
、
没
落
し
た
豪
族
が
命
名
し
た
難
解
な
城
の
名
前
は
好
ま
し

く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、
詩
歌
に
用
い
ら
れ
る
口
ず
さ
み
や
す
い
「
仙
台
」
へ
改

名
し
た
と
す
る
推
論
は
と
て
も
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
。

エ　

す
ぐ
れ
た
政
治
家
で
あ
っ
た
伊
達
政
宗
は
、
す
で
に
没
落
し
た
と
は
い
え
人
々

に
親
し
ま
れ
た
豪
族
の
子
孫
に
配
慮
を
欠
く
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
、

要
害
の
地
に
建
つ
新
た
な
城
の
名
前
を
考
え
る
際
、
あ
え
て
過
去
に
存
在
し
た
豪

族
の
名
に
似
て
い
る
語
を
用
い
た
と
し
て
も
筋
が
通
る
と
考
え
た
か
ら
。

〔
問
３
〕 

⑶「
仙
台
」
は
比
喩
的
に
用
い
た
の
で
す
。 

と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

韓
翃
は
高
台
ゆ
か
り
の
仙
人
に
つ
い
て
述
べ
る
際
、
そ
の
例
と
し
て
崔
曙
が
好

ん
だ
「
仙
台
」
と
い
う
言
葉
を
あ
え
て
第
一
句
に
用
い
て
、
華
や
か
な
印
象
を
与

え
た
と
い
う
こ
と
。

イ　
「
仙
台
」
は
前
漢
の
文
帝
の
時
代
か
ら
歴
史
上
の
権
力
者
た
ち
に
好
ま
れ
、
繰
り

返
し
使
用
さ
れ
て
き
た
語
で
あ
る
の
で
、
新
た
に
築
い
た
建
造
物
を
祝
う
の
に
ふ

さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
。

ウ　

韓
翃
は
漢
詩
を
作
る
に
あ
た
り
、
崔
曙
が
詩
に
用
い
て
い
た
「
仙
台
」
と
い
う

語
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
目
の
前
に
し
て
い
る
建
造
物
の
素
晴
ら
し
さ
を

表
現
し
た
と
い
う
こ
と
。

エ　
「
仙
台
」
と
い
う
語
は
数
々
の
名
だ
た
る
詩
人
が
用
い
て
き
た
語
で
あ
る
の
で
、

仙
人
の
存
在
を
暗
示
し
て
築
城
と
い
う
大
事
業
の
成
功
を
祈
念
す
る
の
に
都
合
が

良
か
っ
た
と
い
う
こ
と
。
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〔
問
７
〕  

本
文
の
内
容
お
よ
び
構
成
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、

次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

導
入
部
で
筆
者
の
身
の
回
り
の
話
や
多
く
の
人
に
と
っ
て
な
じ
み
の
あ
る
大
相

撲
の
話
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
読
者
が
気
負
わ
ず
に
筆
者
の
論
を
読
み
進
め

ら
れ
る
よ
う
に
し
て
い
る
。

イ　

実
際
に
『
三
体
詩
』
か
ら
有
名
な
漢
詩
を
引
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
唐
詩
の

音
の
響
き
の
美
し
さ
を
読
者
に
理
解
さ
せ
、
筆
者
の
考
え
る
唐
代
の
詩
の
魅
力
を

余
す
と
こ
ろ
な
く
伝
え
て
い
る
。

ウ　
「
も
し
か
す
る
と
」
か
ら
始
ま
る
逆
説
を
挿
入
し
、
筆
者
や
郷
土
史
家
の
想
像
を

展
開
す
る
こ
と
で
、
地
名
の
成
り
立
ち
を
考
え
る
と
い
う
仕
事
の
楽
し
さ
や
自
由

さ
を
声
高
に
述
べ
て
い
る
。

エ　

中
国
と
日
本
に
お
け
る
印
刷
と
出
版
の
歴
史
を
時
系
列
に
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
当
時
の
日
本
が
抱
え
て
い
た
、
長
期
に
わ
た
る
国
際
間
協
定
の
不
備
と
い
う

問
題
に
光
を
当
て
て
い
る
。

〔
問
５
〕 

⑸
し
か
し
わ
た
し
は
、
政
宗
が
『
唐
詩
選
』
を
読
ん
で
い
た
可
能
性
は
ほ
と

ん
ど
な
い
と
思
い
ま
す
。 

と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
な

ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

伊
達
政
宗
に
深
い
感
銘
を
与
え
た
と
さ
れ
て
い
る
崔
曙
と
韓
翃
の
詩
は
、 

『
三
体
詩
』
に
は
多
数
掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、『
唐
詩
選
』
に
は
掲
載
さ
れ
て

い
な
い
か
ら
。

イ　

日
本
で
『
唐
詩
選
』
を
広
く
流
布
さ
せ
た
の
は
伊
達
政
宗
に
師
事
し
た
荻
生
徂

徠
や
服
部
南
郭
で
あ
り
、
伊
達
政
宗
自
身
が
流
布
さ
せ
た
の
は
『
三
体
詩
』
で
あ

る
か
ら
。

ウ　

漢
籍
の
『
唐
詩
選
』
を
和
刻
本
と
し
て
出
版
し
た
版
元
の
嵩
山
房
が
店
を
構
え

て
い
た
江
戸
と
、
伊
達
政
宗
の
城
の
あ
っ
た
場
所
と
は
大
き
く
距
離
が
離
れ
て
い

る
か
ら
。

エ　

明
代
の
後
半
に
編
集
刊
行
さ
れ
た
『
唐
詩
選
』
が
日
本
で
広
く
読
ま
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
時
代
と
、
伊
達
政
宗
が
活
躍
し
た
時
代
に
は
時
間
的
な
隔
た
り
が
あ
る

か
ら
。

〔
問
６
〕 

⑹
あ
ず
か
り
知
ら
ぬ 

と
あ
る
が
、
こ
の
「
あ
ず
か
る
」
と
同
じ
意
味
で
使
わ

れ
て
い
る
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

生
徒
会
規
約
の
起
草
に
あ
ず
か
る
。

イ　

先
生
か
ら
お
褒
め
に
あ
ず
か
る
。

ウ　

友
人
の
荷
物
を
あ
ず
か
る
。

エ　

延
長
戦
の
決
着
を
あ
ず
か
る
。　
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国　
　
　

語

１　

問
題
は 　
　

か
ら 　
　

ま
で
で
、
16
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

　
　

ま
た
、
解
答
用
紙
は
両
面
に
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

２　

検
査
時
間
は
五
〇
分
で
、
終
わ
り
は
午
前
九
時
五
〇
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
Ｈ
Ｂ
又
は
Ｂ
の
鉛
筆
（
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
も
可
）
を
使
っ
て
明
確
に
記
入
し
、

　

解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

５　

答
え
は
特
別
の
指
示
の
あ
る
も
の
の
ほ
か
は
、
各
問
の
ア
・
イ
・
ウ
・
エ
の
う
ち
か
ら
、
最
も
適
切
な
も
の
を

　

そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
ん
で
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
答
え
に
字
数
制
限
が
あ
る
場
合
に
は
、
、
や

　

。。
や
「 

な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と
数
え
な
さ
い
。

６　

答
え
は
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
書
き
な
さ
い
。

７　

答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
消
し
く
ず
を
残
さ
な
い
よ
う
に
し
て
、
新
し
い
答
え
を
書
き

　

な
さ
い
。

８　

受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
書
き
、
そ
の
数
字
の　
　

 

の
中
を
正
確
に
塗
り
つ
ぶ
し
な
さ
い
。

９　

解
答
用
紙
は
、
汚
し
た
り
、
折
り
曲
げ
た
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

注　
　
　

意

（7ー立）

1

5

7̶

立

国　
　

語
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