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第
１
問 

記
述
式
問
題 

■ 

出
典 

 

鈴
木
光
太
郎
『
ヒ
ト
の
心
は
ど
う
進
化
し
た
の
か 
狩
猟
採
集
生
活
が
生
ん
だ
も
の
』 

（
二
〇
一
三 

ち
く
ま
新
書
） 

正
高
信
男
『
子
ど
も
は
こ
と
ば
を
か
ら
だ
で
覚
え
る 

メ
ロ
デ
ィ
か
ら
意
味
の
世
界
へ
』 

（
二
〇
〇
一 

中
公
新
書
） 

川
添
愛
『
自
動
人
形
の
城 

人
工
知
能
の
意
図
理
解
を
め
ぐ
る
物
語
』 

（
二
〇
一
七 

東
京
大
学
出
版
会
） 

 

■ 

出
典
解
説 

 

二
九
年
度
の
プ
レ
テ
ス
ト
で
は
、
第
１
問
は
実
用
的
な
文
章
だ
っ
た
。
今
回
は
比
較
的

短
い
論
理
的
文
章
を
も
ち
い
た
記
述
式
問
題
が
作
成
さ
れ
て
い
る
。
前
回
の
実
用
的
な
文

章
に
よ
る
記
述
式
問
題
は
、
テ
ク
ス
ト
の
内
容
も
設
問
も
、
中
学
生
レ
ベ
ル
の
問
題
（
全

国
学
力
テ
ス
ト
）
と
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
内
容
で
、
思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
と
い

う
よ
り
は
、
情
報
処
理
能
力
が
問
わ
れ
て
い
る
感
が
強
か
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
現
代
社
会

に
お
い
て
、
情
報
処
理
能
力
は
重
要
な
ス
キ
ル
で
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
「
ス
キ
ル
」
で
あ

る
と
い
う
点
が
、
国
語
科
に
お
い
て
扱
い
が
難
し
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
思 

          

考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
と
は
、
ス
キ
ル
よ
り
も
深
い
と
こ
ろ
に
培
わ
れ
る
も
の
で
は
な

い
か
と
い
う
認
識
は
、
拭
い
去
る
こ
と
が
難
し
い
し
、
拭
い
去
る
べ
き
も
の
か
ど
う
か
、

ま
だ
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
。 

そ
こ
で
、
今
回
の
問
題
は
、
第
１
問
の
記
述
式
問
題
に
は
論
理
的
な
文
章
を
用
い
、
実

用
的
な
文
章
は
問
２
の
評
論
の
中
に
組
み
込
ま
れ
、
従
来
の
マ
ー
ク
式
の
問
題
の
中
で
用

い
ら
れ
た
。
け
だ
し
当
然
の
結
果
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
前
回
の
よ
う
な
平
易
な
実
用

的
な
文
章
で
記
述
式
問
題
を
作
れ
ば
、
ど
れ
ほ
ど
凝
っ
た
出
し
方
を
し
て
も
、
深
い
思
考

を
呼
び
起
こ
す
こ
と
は
難
し
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
点
で
、
今
回
の
作
問
は
、
明
ら
か
に

前
回
の
課
題
を
踏
ま
え
て
作
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

第
１
問
は
、
言
語
に
関
す
る
評
論
が
二
つ
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
驚
く
ほ
ど
短
く
、

文
章
自
体
は
い
ず
れ
も
具
体
例
を
示
し
な
が
ら
わ
か
り
や
す
く
論
じ
て
い
る
の
で
、
そ
れ

ほ
ど
難
し
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ノ
ン
バ
ー
バ
ル
言
語
（
指
差
し
）
が
言
語
習
得

に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
文
化
の
萌
芽
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か

と
い
う
内
容
で
あ
り
、
抽
象
度
は
そ
れ
な
り
に
高
い
の
で
、
言
語
論
が
苦
手
な
生
徒
に
と

っ
て
は
難
し
い
問
題
に
思
え
た
か
も
し
れ
な
い
。 

 
 

国
語 

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
の
試
行
調
査
分
析 

（
平
成
三
〇
年
度
） 

広
島
な
ぎ
さ
中
学
校
・
高
等
学
校
長 

永
尾 

和
子 
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■ 
設
問
解
説 

 
問
１ 
【
傍
線
部
を
説
明
す
る
問
題
】
（
30
字
以
内
） 

 

「
指
差
し
が
魔
法
の
よ
う
な
力
を
発
揮
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
と
い
う
問
い

で
あ
る
。
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
が
示
し
た
解
答
例
を
見
る
と
、
正
答
の
条
件
は
次
の
三
つ

で
あ
る
。 

 

①
30
字
以
内
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
。 

②
こ
と
ば
を
用
い
な
い
、
ま
た
は
、
指
さ
し
に
よ
る
と
い
う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る

こ
と
。 

③
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
と
れ
る
、
ま
た
は
、
相
手
に
注
意
を
向
け
さ
せ
る
と
い

う
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

ま
ず
、
字
数
で
あ
る
が
、
通
常
30
字
以
内
と
い
う
場
合
、
最
低
で
も
21
字
以
上
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
は
20
字
以
内
で
書
け
る
場
合
は
、
設
問

が
20
字
以
内
に
変
わ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
採
点
基
準
に
は
「
以
内
」
し
か
示
さ
れ

て
い
な
い
の
で
、
た
と
え
ば
「
言
葉
を
使
わ
ず
に
意
思
が
伝
達
で
き
る
こ
と
。」（
18
字
）

の
場
合
も
正
答
に
な
り
得
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
議
論
の
余
地
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。 

ま
た
、
こ
の
問
い
で
は
、
「
魔
法
の
よ
う
な
力
」
が
指
し
示
す
実
際
的
な
効
果
を
問
う

て
い
て
、
そ
れ
が
な
ぜ
魔
法
と
言
え
る
の
か
ま
で
は
問
う
て
い
な
い
。
従
来
、
記
述
式
問

題
の
書
き
方
と
し
て
、
た
と
え
ば
こ
の
問
題
の
場
合
、
魔
法
の
よ
う
な
力
の
実
質
を
述
べ

る
だ
け
で
な
く
、
「
魔
法
の
よ
う
な
」
と
い
う
比
喩
表
現
を
用
い
る
理
由
ま
で
説
明
す
る

よ
う
指
導
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
の
問
い
は
あ
く
ま

で
「
魔
法
の
よ
う
な
力
」
と
は
、
何
（
言
葉
を
用
い
な
い
こ
と
・
指
差
し
）
で
、
何
が
で

き
る
（
意
志
の
伝
達
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
か
を
答
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。 

確
か
に
、「
魔
法
の
よ
う
な
」
を
説
明
し
て
も
、「
あ
り
得
な
い
」
と
か
「
本
当
は
で
き

な
い
こ
と
が
で
き
て
し
ま
う
」
「
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
に
な
っ
て
、
そ

れ
は
結
局
「
魔
法
の
よ
う
な
」
と
い
う
表
現
を
置
き
換
え
た
だ
け
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
問

い
で
は
、
魔
法
の
よ
う
な
「
力
」
と
し
て
実
際
に
発
揮
さ
れ
る
こ
と
、
行
為
の
内
実
を
具

体
的
に
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
30
字
以
内
な

の
で
あ
ろ
う
。
比
喩
を
説
明
し
て
い
る
と
、
30
字
で
は
入
り
切
ら
な
い
。
ま
た
、
採
点
の

観
点
が
分
か
れ
て
し
ま
い
、
採
点
も
難
し
く
な
る
に
違
い
な
い
。 

 

問
２ 

【
文
脈
を
整
理
し
た
図
式
の
空
欄
を
補
充
す
る
問
題
】（
40
字
以
内
） 

こ
の
問
題
は
、
形
は
文
章
を
整
理
し
て
図
式
化
す
る
と
い
う
新
傾
向
を
意
識
し
た
問
題

で
あ
る
が
、
そ
の
図
式
化
そ
の
も
の
は
、
あ
ま
り
に
平
易
で
、
中
学
校
レ
ベ
ル
と
言
わ
れ

て
も
し
か
た
が
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

図
式
が
捉
え
て
い
る
の
は
、
第
３
段
落
と
第
４
段
落
の
冒
頭
だ
け
で
あ
り
、
ほ
ぼ
そ
の

ま
ま
抜
き
出
し
て
も
正
答
と
な
る
こ
と
は
、
解
答
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
設
問
の
冒

頭
で
は
、「
ヒ
ト
は
ど
の
よ
う
に
言
語
を
習
得
し
て
い
く
の
か
」
と
あ
る
が
、
も
し
、
こ

の
ま
ま
の
問
い
で
、
文
章
Ⅱ
の
内
容
を
ま
と
め
れ
ば
、
当
然
文
章
Ⅱ
全
体
を
整
理
す
る

こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
設
問
は
、
後
半
で
、「
子
ど
も
が
初
期
の
指
さ
し
に

よ
っ
て
言
語
を
習
得
し
よ
う
と
す
る
一
般
的
な
過
程
を
整
理
し
て
み
た
」
と
限
定
さ
れ
て

し
ま
っ
た
。
お
そ
ら
く
、
こ
の
問
い
に
そ
れ
ほ
ど
時
間
を
か
け
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た

か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う
な
解
答
例
も
示
さ
れ
て
い
る
。 

 

（
大
人
は
）
英
語
の
先
生
が
す
る
よ
う
に
、
本
を
手
に
と
っ
て
「
こ
れ
が
本
だ
」
と

教
え
て
は
く
れ
な
い
。 

 
こ
の
解
答
は
、「T

h
is is a

 b
o
o
k

」
を
「
こ
れ
が
本
だ
」
に
直
し
た
だ
け
で
、
本
文
を

そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
た
も
の
で
あ
る
。 

記
述
式
問
題
を
入
れ
る
目
的
は
何
か
。
た
だ
、
情
報
を
抜
き
出
し
て
並
べ
る
だ
け
で
、

深
い
思
考
が
必
要
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
マ
ー
ク
式
の
ほ
う
が
ま
だ
考
え
る
時
間
が
と
れ
る
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だ
ろ
う
。
記
述
式
を
本
気
で
取
り
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
記
述
式
問
題
に
一
時
間
程
度
は

必
要
な
の
で
は
な
い
か
（
ち
な
み
に
フ
ラ
ン
ス
の
バ
カ
ロ
レ
ア
の
哲
学
の
問
題
は
、
一
問

を
四
時
間
か
け
て
解
答
す
る
。
も
ち
ろ
ん
記
述
で
あ
る
）。 

 

問
３ 

【
新
し
く
発
見
し
た
事
例
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
を
複
数
の
テ
ク
ス
ト
の
内
容
を

も
と
に
説
明
す
る
問
題
】（
80
字
以
上
120
字
以
内
） 

こ
の
問
題
は
、
言
語
論
か
ら
記
号
論
へ
の
「
ま
こ
と
さ
ん
」
の
知
識
が
広
が
っ
て
い
る

こ
と
を
意
識
し
た
問
題
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
、
言
葉
を
習
得
す
る
際
に
は
、

指
し
示
す
対
象
物
が
そ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
習
得
し
て
し
ま
う
と
、
対
象
物
が

そ
こ
に
な
く
て
も
、
言
葉
だ
け
で
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

紙
に
リ
ン
ゴ
の
絵
を
描
い
て
、
誰
か
に
こ
れ
は
何
か
と
尋
ね
た
ら
、
ま
ず
誰
も
が
「
リ
ン

ゴ
」
を
答
え
る
だ
ろ
う
。
「
白
い
紙
と
黒
い
線
」
と
答
え
る
の
は
、
よ
ほ
ど
遊
び
心
が
あ

る
者
か
、
ひ
ね
く
れ
者
で
あ
る
。
も
っ
と
も
そ
の
人
も
、
「
白
い
紙
と
黒
い
線
」
と
い
う

言
葉
は
習
得
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
。 

つ
ま
り
、
言
葉
を
習
得
す
る
と
、
そ
の
言
葉
が
指
示
す
る
も
の
が
、
必
ず
し
も
話
し
手

が
指
示
し
た
い
も
の
と
同
一
視
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
。
話
し
手
は
実
際
の
リ
ン
ゴ
を
思

い
浮
か
べ
て
い
る
が
、
話
し
手
が
紙
に
書
い
た
リ
ン
ゴ
の
絵
や
リ
ン
ゴ
と
い
う
言
葉
は
、

実
際
の
リ
ン
ゴ
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
で
も
聞
き
手
と
の
間
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
成
り
立
ち
、
聞
き
手
は
実
際
の
リ
ン
ゴ
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
私

た
ち
が
他
者
（
話
し
手
）
の
視
点
に
立
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
り
、
他
者
（
話
し
手
） 

と
同
一
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。 

ま
こ
と
さ
ん
は
、
リ
ン
ゴ
の
絵
で
は
な
く
、
地
図
上
の
あ
る
地
点
を
例
に
挙
げ
て
説
明

す
る
。
前
半
は
、
地
図
上
の
地
点
を
指
さ
し
た
場
合
、
話
し
手
が
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の

は
、
地
図
上
の
あ
る
一
点
で
は
な
く
、
実
際
の
場
所
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
聞
き
手
は
理
解

す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
内
容
が
書
け
れ
ば
よ
い
。
後
半
は
な
ぜ
聞
き
手
は
そ
れ
を
理

解
で
き
る
の
か
を
、
文
章
Ⅰ
あ
る
い
は
文
章
Ⅱ
の
適
当
な
部
分
を
使
っ
て
説
明
す
る
。

そ
れ
を
指
定
さ
れ
た
条
件
の
範
囲
内
で
ま
と
め
れ
ば
よ
い
。 

地
図
を
例
に
使
う
こ
と
を
設
問
に
示
さ
ず
、
自
分
で
そ
の
例
を
考
え
出
す
と
こ
ろ
ま
で

要
求
で
き
れ
ば
、
さ
ら
に
面
白
い
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
お
そ
ら
く
時
間
の
制
限
が
あ

る
た
め
、
難
し
い
の
だ
ろ
う
。 

  

第
２
問 

論
理
的
文
章
・
実
用
的
文
章 

■ 

出
典 

著
作
権
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー 

著
作
権
法
（
抜
粋
） 

二
〇
一
六
年
改
正 

名
和
小
太
郎
『
著
作
権
２
・
０ 

ウ
ェ
ブ
時
代
の
文
化
発
展
を
め
ざ
し
て
』 

（
二
〇
一
〇 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
レ
ゾ
ナ
ン
ト
） 

 

■ 

本
文
解
説 

 

 

著
作
権
に
関
す
る
資
料
二
種
類
と
文
章
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
が
、
文
章
に
関
す
る

問
い
が
大
半
を
占
め
る
た
め
、
平
成
二
九
年
度
の
第
１
問
の
よ
う
に
、
資
料
を
丁
寧
に
読

む
必
要
は
な
い
。
ま
ず
、
文
章
を
読
ん
で
問
い
に
答
え
な
が
ら
、
必
要
に
応
じ
て
資
料
を

用
い
る
と
い
う
解
き
方
で
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

著
作
権
は
、
知
的
財
産
権
の
一
つ
と
し
て
、
現
在
注
目
さ
れ
て
い
る
権
利
で
あ
る
。
き

ち
ん
と
し
た
知
識
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
ト
ラ
ブ
ル
の
も
と
に
な
る
。
名
和
小
太
郎
の

文
章
は
次
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。 

 
１
～
４ 

著
作
権
法
が
定
義
す
る
著
作
物
と
は 

原
作
品
の
な
か
に
存
在
す
る
エ
ッ
セ
ン
ス
＝
記
号
列 

↓ 

複
製
物
に
も
及
び
、
破
壊
・
消
失
等
し
て
も
存
続
す
る 
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５
～
７ 

著
作
物
の
定
義
と
叙
情
詩
モ
デ
ル
【
表
１
】 

著
作
物
の
定
義
は
叙
情
詩
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る 

↓
 

理
工
系
論
文
や
新
聞
記
事
は
排
除
さ
れ
る
要
素
を
含
む
が
、
無
方
式
主
義
の
原

則
に
よ
っ
て
著
作
物
と
な
る
場
合
が
あ
る 

 

９
～
12 

抒
情
詩
型
テ
キ
ス
ト
と
理
工
系
論
文
型
テ
キ
ス
ト
【
表
２
】 

叙
情
詩
型
テ
キ
ス
ト･

･･
「
私
」
「
一
回
的
」
「
主
観
的
」 

表
現
の
希
少
性
は
高
い 

⇔
 

理
工
系
論
文
型
テ
キ
ス
ト･

･･

「
誰
で
も
」
「
万
人
」
「
普
遍
的
」 

著
作
権
法
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
な
い 

着
想
・
論
理
・
事
実
・
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
・
発
見
に
価
値
が
あ
る 

多
く
の
テ
キ
ス
ト
は
叙
情
詩
と
理
工
系
論
文
と
を
両
端
と
す
る
ス
ペ
ク
ト
ル

の
う
え
に
あ
る 

 

13
～
14 

表
現
／
内
容
の
二
分
法 

ど
ん
な
著
作
物
も
表
現
と
内
容
を
二
重
に
持
つ 

⇔
 

著
作
権
法
は
、
テ
キ
ス
ト
の
表
現
に
注
目
し
、
そ
の
希
少
性
に
よ
っ
て
著
作
権

の
濃
淡
を
判
断
す
る 

↓
 

侵
害
の
有
無
を
判
断
す
る 

 

15
～
18 

利
用
／
使
用
の
二
分
法 

著
作
権
の
利
用
行
為
は
多
様
で
あ
る
【
表
３
】 

そ
の
ま
ま
、
複
製
、
移
転
、
二
次
的
利
用 

⇔
 

著
作
権
の
使
用
に
つ
い
て
は
著
作
権
は
働
か
な
い 

書
物
の
閲
覧
、
建
築
へ
の
居
住
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
実
行 

 

利
用
と
使
用
の
二
分
法
が
な
い
と
、
著
作
権
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
過
剰
を
招

き
、
社
会
生
活
が
抑
圧
さ
れ
る 

た
だ
し
、
利
用
と
使
用
の
判
断
基
準
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
区
別
が
困
難
な
場

合
が
あ
る 

 

■ 

設
問
解
説 

 

問
１ 

【
漢
字
の
問
題
】 

前
回
は
小
説
で
漢
字
の
問
題
が
三
問
出
題
さ
れ
た
が
、
今
回
は
従
来
の
セ
ン
タ
ー
試
験

の
形
式
を
復
活
さ
せ
て
い
る
。
正
答
率
も
ほ
ぼ
例
年
の
レ
ベ
ル
に
戻
っ
て
い
る
。 

 

（
ア
）
合
致 

①
致
命 

②
報
知 

③
稚
拙 

④
緻
密 

⑤
余
地 

（
正
答
率
８
３
・
４
％
）
正
解
は
① 

（
イ
）
適
合 

①
匹
敵 

②
適
度 

③
水
滴 

④
警
笛 

⑤
摘
発 

（
正
答
率
８
７
・
４
％
）
正
解
は
② 

（
ウ
）
両
端 

①
丹
精 

②
担
架 

③
破
綻 

④
落
胆 

⑤
端
的 

（
正
答
率
７
４
・
７
％
）
正
解
は
⑤ 

（
エ
）
閲
覧 

①
欄
干 

②
出
藍 

③
乱
世 

④
一
覧 

⑤
累
卵 

（
正
答
率
７
４
・
０
％
）
正
解
は
④ 

（
オ
）
過
剰 
①
剰
余 

②
冗
長 

③
醸
造 

④
施
錠 

⑤
常
備 

（
正
答
率
５
０
・
０
％
）
正
解
は
① 
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漢
字
の
問
題
は
、
語
彙
力
を
問
う
問
題
で
も
あ
る
。
（
オ
）
の
過
剰
は
よ
く
使
う
表
現

で
あ
り
「
剰
」
の
字
は
容
易
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
選
択
肢
の
中
の
語

句
の
う
ち
、
「
剰
余
」
「
冗
長
」
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
生
徒
が
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
（
エ
）
の
「
出
藍
」
「
累
卵
」
も
生
徒
に
は
難
し
い
語
句
だ
が
、
正
解
で
は
な
い

た
め
、
正
答
率
は
そ
れ
ほ
ど
下
が
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
（
オ
）
の
場
合
、
①
剰
余
が

正
解
の
選
択
肢
で
あ
っ
た
た
め
、
正
答
率
が
下
が
っ
て
し
ま
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。 

漢
字
の
問
題
は
、
こ
れ
ま
で
の
習
慣
の
せ
い
も
あ
る
だ
ろ
う
が
、
や
は
り
文
学
的
文
章

よ
り
は
論
理
的
文
章
で
出
題
し
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
出
題
者
側
に
と

っ
て
も
、
そ
の
ほ
う
が
出
し
や
す
い
は
ず
で
あ
る
。 

 

問
２ 

【
傍
線
部
の
具
体
例
を
選
ぶ
問
題
】 

 
 

（
正
答
率
４
１
・
９
％
）
正
解
は
④ 

「
記
録
メ
デ
ィ
ア
か
ら
剥
が
さ
れ
た
記
号
列
」
に
お
け
る
「
記
録
メ
デ
ィ
ア
」
と
は
、

紙
、
カ
ン
バ
ス
、
空
気
振
動
、
光
デ
ィ
ス
ク
な
ど
、
作
品
を
載
せ
て
い
る
実
態
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
剥
が
さ
れ
た
記
号
列
と
は
、
ま
さ
に
著
作
者
が
そ
う
し
た
記
録
メ
デ
ィ
ア
に
載

せ
て
発
表
し
よ
う
と
す
る
思
想
や
感
情
で
あ
る
。
第
１
段
落
か
ら
第
４
段
落
で
述
べ
ら
れ

て
い
る
内
容
を
き
ち
ん
と
把
握
し
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
問
題
で
は
な
い
。
正
解

は
④
で
あ
る
。 

そ
の
他
の
選
択
肢
は
、
す
べ
て
記
録
メ
デ
ィ
ア
の
例
で
あ
る
。 

 

問
３ 

【
文
章
と
の
内
容
合
致
問
題
】 

 
 
 

（
正
答
率
３
９
・
４
％
） 

正
解
は
⑤ 

内
容
合
致
問
題
は
、
選
択
肢
と
本
文
を
照
合
し
な
が
ら
、
選
択
肢
の
内
容
を
吟
味
す
る
。

句
読
点
で
区
切
り
な
が
ら
吟
味
す
る
と
、
他
の
選
択
肢
と
比
較
し
や
す
い
。 

 

① 

「
著
作
者
の
了
解
を
得
る
こ
と
な
く
行
う
こ
と
が
で
き
る
」
が
誤
り
。
著
作
者
の
了

解
を
得
な
く
て
も
よ
い
の
は
、
「
利
用
」
で
は
な
く
、
使
用
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
こ
の

選
択
肢
は
誤
り
。 

② 

「
新
聞
記
事
や
理
工
系
論
文
は
除
外
さ
れ
る
」
が
誤
り
。
「
新
聞
記
事
や
理
工
系
論

文
は
除
外
さ
れ
や
す
い
」
と
は
書
い
て
あ
る
が
、
完
全
に
除
外
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

無
方
式
主
義
に
よ
っ
て
、
除
外
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
も
著
作
権
法
が
認
め
て
し
ま
う
場

合
も
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
選
択
肢
も
誤
り
。 

③ 

著
作
権
訴
訟
に
お
い
て
侵
害
の
有
無
を
判
断
す
る
の
を
「
二
分
法
」
と
い
う
が
、
こ

れ
は
「
表
現
／
内
容
の
二
分
法
」
で
あ
り
、
「
叙
情
詩
型
」
と
「
理
工
系
論
文
型
」
と

い
う
二
分
法
で
は
な
い
の
で
、
こ
の
選
択
肢
も
誤
り
で
あ
る
。 

④ 

「
遺
伝
子
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列
の
よ
う
に
表
現
の
希
少
性
の
低
い
も
の
も
著
作
権
法
に
よ

っ
て
保
護
で
き
る
」
が
誤
り
。
遺
伝
子
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
配
列
は
、
著
作
権
法
で
は
保
護
さ
れ

な
い
。 

⑤ 

著
作
権
法
が
表
現
と
内
容
の
う
ち
、
表
現
に
注
目
し
、
表
現
の
濃
淡
に
よ
っ
て
、
著

作
権
の
侵
害
の
有
無
を
判
断
し
て
い
る
と
い
う
本
文
の
内
容
と
一
致
す
る
。
よ
っ
て
こ

れ
が
正
解
。 

 

問
４ 

【
複
数
の
表
を
対
比
し
て
そ
の
違
い
を
説
明
す
る
問
題
】 

（
正
答
率
３
１
・
１
％
） 

正
解
は
④ 

こ
の
問
題
は
、
表
１
、
表
２
お
よ
び
文
章
を
統
合
し
て
、
選
択
肢
の
内
容
と
照
合
し
て

い
く
必
要
が
あ
る
。
「
テ
ク
ス
ト
全
体
を
通
じ
て
対
比
さ
れ
て
い
る
事
項
に
つ
い
て
考
察

し
、
共
通
点
や
相
違
点
を
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
力
を
養
う
と
い
う
ね
ら
い
に
合
致

し
た
問
題
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
平
成
二
九
年
度
の
問
題
は
、
形
式
や
設
問
の
し
か
た
に
新

し
さ
を
出
し
て
い
た
も
の
の
、
こ
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
全
体
を
読
ん
で
考
察
す
る
と
い
う

問
い
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
そ
の
点
で
、
思
考
力
・
判
断
力
を
深
め
る
問
い
と
し
て
工

夫
が
見
ら
れ
る
。 

 

① 

後
半
の
「
表
２
で
は
『
テ
キ
ス
ト
の
型
』
の
観
点
か
ら
表
１
の
『
排
除
さ
れ
る
も
の
』
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の
定
義
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
る
」
が
誤
り
。
表
２
は
、
「
テ
キ
ス
ト
の
型
」
の
観
点

か
ら
、
「
叙
情
詩
型
」
と
「
理
工
系
論
文
型
」
の
テ
キ
ス
ト
の
定
義
を
明
確
に
し
て
い

る
の
で
あ
る
。 

② 

前
半
の
「
『
キ
ー
ワ
ー
ド
』
と
『
排
除
さ
れ
る
も
の
』
の
二
つ
の
特
性
を
含
む
も
の

を
著
作
物
と
す
る
表
１
」
が
誤
り
。
「
排
除
さ
れ
る
も
の
」
と
は
、
著
作
物
か
ら
排
除

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
著
作
物
の
特
性
に
は
な
り
え
な
い
。 

③ 

「
『
キ
ー
ワ
ー
ド
』
や
『
排
除
さ
れ
る
も
の
』
の
観
点
で
多
様
な
類
型
を
網
羅
す
る

表
１
」
が
誤
り
。
表
１
は
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
示
し
て
著
作
物
と
な
る
も
の
と
、
排
除
さ

れ
る
も
の
を
整
理
し
て
い
る
。
ま
た
、
後
半
の
「
著
作
物
と
な
る
『
テ
キ
ス
ト
の
型
』

の
詳
細
を
整
理
し
て
説
明
」
も
誤
り
。
理
工
系
論
文
型
テ
キ
ス
ト
は
、
著
作
物
か
ら
排

除
さ
れ
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
一
様
に
著
作
物
の
中
に
含
め
る
こ
と
は
で
き
な

い
。 

④ 

表
１
、
表
２
の
説
明
と
も
、
文
章
の
内
容
に
合
致
し
て
い
る
。
よ
っ
て
こ
れ
が
正
解
。 

⑤ 

後
半
の
「
叙
情
詩
型
と
理
工
系
論
文
型
と
の
類
似
性
を
明
ら
か
に
し
て
」
が
誤
り
。

両
者
は
両
極
端
の
も
の
で
あ
っ
て
、
類
似
性
は
な
い
。 

 

問
５ 

【
文
章
の
表
現
効
果
を
問
う
問
題
】 
 

（
正
答
率
１
７
・
１
％
） 

正
解
は
① 

第
２
問
中
、
最
も
正
答
率
が
低
い
問
題
と
な
っ
た
。
表
現
効
果
の
問
題
は
従
来
か
ら
受

験
生
が
苦
手
と
す
る
問
題
と
言
え
る
。
ま
た
「
適
当
で
な
い
も
の
」
を
選
ぶ
と
い
う
問
い

方
も
苦
手
と
す
る
生
徒
が
い
る
た
め
、
正
答
率
が
低
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。 

①
は
「
何
ら
か
の
実
体
」
「
物
理
的
な
実
体
」
は
抽
象
的
な
表
現
だ
が
、
「 

―
― 

」

に
続
く
「
記
録
メ
デ
ィ
ア
」
「
複
製
物
な
ど
」
は
、
よ
り
具
体
的
な
語
句
に
な
っ
て
い
る
。

つ
ま
り
「 

―
― 

」
に
は
直
前
の
語
句
を
補
足
し
て
説
明
す
る
効
果
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

強
調
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
説
明
は
適
切
で
な
い
た
め
、
①
が
正
解

と
な
る
。
そ
の
他
の
選
択
肢
の
説
明
は
す
べ
て
妥
当
で
あ
る
。 

何
を
書
く
か
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
に
書
く
か
が
重
視
さ
れ
る
問
題
が
出
題
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
か
ら
、
す
で
に
十
年
は
経
過
し
て
い
る
。
こ
と
ば
の
一
つ
ひ
と
つ
、
記
号
に

至
る
ま
で
、
表
現
に
込
め
ら
れ
た
筆
者
の
意
図
や
思
い
を
読
み
取
っ
た
り
、
感
じ
取
っ
た

り
す
る
訓
練
が
日
頃
か
ら
重
視
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。 

同
じ
言
葉
、
記
号
も
、
状
況
や
使
う
タ
イ
ミ
ン
グ
、
登
場
人
物
の
心
情
の
変
化
な
ど
、

様
々
な
条
件
に
よ
っ
て
異
な
る
意
味
や
働
き
を
持
つ
。
表
現
効
果
は
文
章
の
内
容
や
構
成

と
も
強
い
関
連
が
あ
る
。
単
に
そ
の
言
葉
や
記
号
が
用
い
ら
れ
て
い
る
箇
所
だ
け
に
着
目

す
る
の
で
は
な
く
、
文
脈
を
読
み
取
る
こ
と
を
大
切
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。 

 

問
６ 

【
著
作
権
の
例
外
規
定
に
該
当
す
る
も
の
を
選
ぶ
問
題
】 

（
す
べ
て
正
答
４
４
・
３
％ 

二
つ
正
答
３
１
・
６
％ 

一
つ
正
答
１
４
・
９
％
） 

正
解
は
② 

④ 

⑥ 

冒
頭
の
著
作
権
に
関
す
る
ポ
ス
タ
ー
の
空
欄
に
、
著
作
権
の
例
外
規
定
に
該
当
す
る
も

の
を
入
れ
る
問
題
で
あ
る
。
著
作
権
を
知
っ
て
い
る
者
に
と
っ
て
は
、
資
料
Ⅱ
の
著
作
権

法
を
読
む
必
要
が
な
い
く
ら
い
、
自
明
の
こ
と
が
書
い
て
あ
る
が
、
一
般
的
な
高
校
生
は
、

著
作
権
に
つ
い
て
実
際
の
と
こ
ろ
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
。 し

た
が
っ
て
、
資
料
Ⅱ
の
著
作
権
法
の
抜
粋
お
よ
び
文
章
を
参
考
に
し
て
、
選
択
肢
の

正
誤
を
判
断
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。 

 

① 

第
４
段
落
で
「
か
り
に
原
作
品
が
壊
さ
れ
て
も
盗
ま
れ
て
も
、
保
護
期
間
内
で
あ
れ

ば
、
そ
の
ま
ま
存
続
す
る
」
と
あ
る
。
パ
ロ
デ
ィ
に
す
る
場
合
も
原
作
品
の
著
作
権
は

残
る
の
で
、
例
外
に
は
な
ら
な
い
。 

② 
「
著
作
権
法
第
三
十
八
条
」
に
、
例
外
規
定
に
該
当
す
る
と
書
い
て
あ
る
の
で
正
解

で
あ
る
。 

③ 

「
誰
で
も
容
易
に
演
奏
で
き
る
曲
で
あ
れ
ば
例
外
に
な
る
」
と
は
、
ど
こ
に
も
書
か

れ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の
選
択
肢
は
誤
り
。 
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④ 

②
同
様
、
「
著
作
権
法
第
三
十
八
条
」
の
例
外
規
定
に
該
当
す
る
。 

⑤ 
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
は
、
著
作
権
法
の
目
的
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
た
め

に
著
作
者
の
権
利
の
保
護
を
図
る
の
で
あ
る
。
文
化
の
発
展
を
目
的
と
し
た
演
奏
会
で

あ
っ
て
も
、
演
奏
す
る
曲
及
び
そ
の
演
奏
は
当
然
著
作
権
で
保
護
さ
れ
て
い
る
。 

⑥ 

や
は
り
②
同
様
、
「
著
作
権
法
第
三
十
八
条
」
で
、
例
外
で
あ
る
こ
と
が
明
記
さ
れ

て
い
る
。 

 

よ
っ
て
、
②
④
⑥
が
正
解
で
あ
る
。 

  

第
３
問 

文
学
的
文
章 

■ 

出
典 

吉
原
幸
子
「
紙
」（
『
オ
ン
デ
ィ
ー
ヌ
』
一
九
七
二 
思
潮
社
） 

 
 
 
 

「
永
遠
の
百
合
」（『
花
を
食
べ
る
』
一
九
七
七 
思
潮
社
） 

 

■ 

本
文
解
説 

同
じ
作
家
の
詩
と
エ
ッ
セ
イ
が
出
題
さ
れ
た
。
セ
ン
タ
ー
試
験
の
小
説
は
五
千
字
を
越

え
る
よ
う
な
長
文
が
出
題
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
れ
ほ
ど
短
い
テ
ク
ス
ト
は
初
め
て
で
あ
る
。

エ
ッ
セ
イ
も
詩
に
近
い
内
容
・
表
現
の
作
品
で
、
文
学
的
文
章
に
つ
い
て
は
、
今
後
も
様
々

な
ジ
ャ
ン
ル
の
文
章
が
出
題
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。 

 

書
物
は
一
冊
も
書
い
て
い
な
い
ボ
ブ
・
デ
ィ
ラ
ン
が
ノ
ー
ベ
ル
文
学
賞
を
受
賞
す
る
の

も
一
つ
の
象
徴
的
な
出
来
事
か
も
し
れ
な
い
。
文
学
と
は
何
か
、
そ
の
探
究
が
始
ま
っ
て

い
る
よ
う
な
予
感
も
す
る
。 

 

「
紙
」
は
、
か
つ
て
の
恋
人
か
ら
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
恋
人
の
実
体
は

な
く
な
っ
て
し
ま
い
、
愛
も
消
え
て
し
ま
っ
た
の
に
、
い
の
ち
の
な
い
薄
い
紙
一
枚
が
い

つ
ま
で
も
残
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
紙
よ
り
も
滅
び
や
す
い
自
分
が
、
何
百
枚
も
の
紙
に
作

品
を
残
そ
う
と
す
る
こ
と
を
、「
い
の
ち
と
い
ふ
不
遜
」
と
詩
人
は
書
い
て
い
る
。 

 

死
の
よ
う
に
生
き
る
、
命
の
な
い
紙
の
よ
う
に
生
き
れ
ば
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
で
も
滅
び
ゆ
く
運
命
と
知
り
つ
つ
、
詩
人
は
生
き
て
表
現
す
る
こ
と
を
選
ぶ
。
そ
れ

が
「
乾
杯
」
な
の
で
あ
ろ
う
。 

 

「
永
遠
の
百
合
」
も
ま
た
、
死
に
ゆ
く
命
で
あ
る
自
分
の
感
性
を
、
言
葉
に
よ
っ
て
永

遠
に
残
し
た
い
と
い
う
強
烈
な
思
い
が
ほ
と
ば
し
る
エ
ッ
セ
イ
で
あ
る
。
ど
ち
ら
の
作
品

も
、
い
の
ち
と
永
遠
、
こ
と
ば
と
感
性
が
、
自
己
内
対
話
の
よ
う
な
表
現
形
式
で
語
ら
れ

て
い
る
。 

 

■ 

設
問
解
説 

問
１ 

【
語
句
の
意
味
の
問
題
】 

（
正
答
率
（
ア
）
３
９
・
８
％ 

（
イ
）
３
９
・
４
％ 

（
ウ
）
３
９
・
１
％
） 

正
解
は
（
ア
）
⑤ 

（
イ
）
④ 

（
ウ
）
③ 

第
２
問
の
論
理
的
文
章
で
漢
字
の
出
題
形
式
が
セ
ン
タ
ー
試
験
の
形
で
復
活
し
た
よ

う
に
、
第
３
問
の
文
学
的
文
章
で
は
、
語
句
の
意
味
の
問
題
が
復
活
し
て
い
る
。
や
は
り
、

基
礎
的
知
識
を
問
う
問
題
も
必
要
と
い
う
判
断
だ
ろ
う
か
。
漢
字
が
論
理
的
文
章
で
出
し

や
す
い
よ
う
に
、
語
句
の
意
味
は
文
学
的
文
章
の
ほ
う
が
出
し
や
す
い
は
ず
で
あ
る
。 

 

（
ア
）
い
ぶ
か
る 

 

正
解
は
⑤
「
疑
わ
し
く
思
う
」 

（
イ
）
手
す
さ
び 

 

正
解
は
④
「
必
要
に
迫
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
遊
び
」 

（
ウ
）
い
じ
ら
し
さ 

正
解
は
③
「
け
な
げ
で
同
情
を
誘
う
様
子
」 

 
正
答
率
は
い
ず
れ
も
四
割
を
下
回
っ
て
い
る
。
「
い
ぶ
か
る
」
「
手
す
さ
び
」
は
生
徒

に
と
っ
て
は
日
常
語
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
特
に
「
い
ぶ
か
る
」
は
詩
の
一
節
な
の
で
、
前

後
か
ら
ヒ
ン
ト
を
得
ら
れ
に
く
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。 

し
か
し
、
「
い
じ
ら
し
さ
」
は
、
日
常
生
活
で
耳
に
す
る
言
葉
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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ま
た
、
選
択
肢
を
見
て
も
、
③
以
外
は
「
い
じ
ら
し
さ
」
に
は
ほ
ど
遠
い
説
明
で
あ
る
。

こ
の
問
題
が
、
語
句
の
問
題
三
問
の
中
で
、
一
番
正
答
率
が
低
い
の
は
な
ぜ
か
。
傍
線
部

（
ウ
）
の
直
前
は
、
「
心
を
こ
め
て
に
せ
も
の
を
造
る
人
た
ち
の
、
ほ
ん
も
の
に
か
な
わ

な
い
と
い
う
（
い
じ
ら
し
さ
）
」
と
な
っ
て
い
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
こ
の
説
明
に
影
響

さ
れ
、
②
の
「
自
ら
蔑
み
萎
縮
し
て
い
る
様
子
」
を
選
ん
で
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。 

語
句
の
意
味
の
問
題
が
、
今
後
も
こ
の
形
で
出
題
さ
れ
る
か
ど
う
か
は
不
明
だ
が
、
少

な
く
も
辞
書
的
な
意
味
を
無
視
し
て
文
脈
に
恣
意
的
に
挟
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
こ

と
を
肝
に
銘
じ
る
必
要
が
あ
る
。 

 

問
２ 

【
詩
中
の
表
現
に
つ
い
て
、
そ
の
理
由
を
問
う
問
題
】 

（
正
答
率
５
９
・
５
％
） 

正
解
は
② 

 

「
不
遜
」
と
は
、
「
謙
虚
で
な
い
こ
と
」
「
身
の
程
を
知
ら
な
い
」
「
思
い
上
が
っ
て
い

る
こ
と
」
「
自
分
を
偉
い
と
考
え
て
、
相
手
を
見
下
す
こ
と
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
た
語

句
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
新
人
の
く
せ
に
、
先
輩
を
見
下
す
よ
う
な
発
言
を
す
る
不
遜

な
や
つ
だ
」
な
ど
の
よ
う
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
薄
っ
ぺ
ら
な
一
枚
の
紙
に
も
及
ば
な

い
命
と
心
し
か
持
た
な
い
人
間
が
、
何
百
枚
と
い
う
紙
に
自
分
の
感
性
を
書
き
記
す
こ
と

を
、
身
の
程
知
ら
ず
で
「
不
遜
」
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
的
確
に
説
明

し
て
い
る
選
択
肢
は
②
で
あ
る
。
②
以
外
の
選
択
肢
で
は
、
実
は
ち
っ
ぽ
け
な
も
の
に
過

ぎ
な
い
の
に
、
大
き
な
こ
と
を
言
っ
た
り
し
た
り
す
る
と
い
う
「
不
遜
」
の
意
味
が
十
分

に
伝
わ
ら
な
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
。 

 

① 

「
不
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
て
も
」
「
あ
た
か
も
実
現
が
可
能
な
よ
う
に
偽
る
」
と
い

う
説
明
が
誤
り
。
実
現
不
可
能
な
こ
と
を
自
分
し
か
で
き
な
い
と
い
う
大
き
な
態
度
を

取
る
の
で
あ
れ
ば
「
不
遜
」
と
言
え
る
だ
ろ
う
が
、
「
不
可
能
な
こ
と
を
実
現
可
能
な

よ
う
に
偽
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
嘘
つ
き
や
不
誠
実
と
は
言
え
る
が
、
「
不
遜
」
と
は
言

え
な
い
。 

③ 

詩
の
中
の
ど
こ
に
も
「
心
の
中
に
わ
だ
か
ま
る
こ
と
か
ら
解
放
」
さ
れ
た
い
と
い
う

思
い
は
読
み
取
れ
な
い
。
ま
た
、
「
解
放
さ
れ
る
と
思
い
込
む
」
こ
と
を
不
遜
と
は
言

え
な
い
。 

④ 

①
と
ほ
ぼ
同
様
の
内
容
の
選
択
肢
で
あ
る
。
空
想
を
実
体
と
し
て
捉
え
た
か
の
よ
う

に
見
せ
か
け
る
こ
と
は
、
虚
飾
で
あ
っ
て
、
不
遜
で
は
な
い
。 

⑤ 

「
滅
び
る
も
の
の
美
し
さ
に
目
を
向
け
ず
」
が
誤
り
。
「
永
遠
の
百
合
」
も
踏
ま
え

る
と
、
作
者
は
滅
び
る
も
の
の
美
し
さ
、
重
み
を
知
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
一
瞬
を
残
し

た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

問
３ 

【
書
き
手
の
心
情
を
考
え
て
傍
線
部
を
説
明
す
る
問
題
】 

（
正
答
率
６
４
・
７
％
） 

正
解
は
④ 

 

「
つ
く
る
と
い
う
こ
と
」
に
つ
い
て
は
、
前
後
を
読
む
と
「
枯
れ
な
い
も
の
は
花
で
は

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

な
い
、
、
。
そ
れ
を
知
り
つ
つ
枯
れ
な
い
花
を
造
る
の
が
、
つ
く
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い

の
か
」
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
第
３
段
落
に
は
、
「
人
間
が
自
然
を
真
似
る
時
、
決

し
て
自
然
を
超
え
る
自
信
が
な
い
の
な
ら
、
い
っ
た
い
こ
の
花
た
ち
は
何
な
の
だ
ろ

う
」
と
あ
り
、
さ
ら
に
第
５
段
落
で
、
「
花
で
な
い
何
か
。
ど
こ
か
で
花
を
超
え
る
も

の
。･･･

ひ
と
夏
の
百
合
を
超
え
る
永
遠
の
百
合
。
そ
れ
を
め
ざ
す
時
の
み
、
つ
く
る
と

い
う
、
真
似
る
と
い
う
、
不
遜
な
行
為
は
許
さ
れ
る
の
だ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

す
な
わ
ち
「
つ
く
る
と
い
う
こ
と
」
は
、
花
で
も
何
で
も
、
そ
れ
を
真
似
る
、
つ
く
る

と
き
に
は
、
そ
れ
を
超
え
た
も
の
を
作
り
出
す
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
こ
れ
ら
の
表
現
か

ら
導
き
出
せ
る
。
こ
の
こ
と
を
的
確
に
表
し
て
い
る
選
択
肢
は
④
で
あ
る
。 

 
① 
「
対
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
引
き
写
し
、
対
象
と
同
一
化
で
き
る
も
の
を
生
み
だ
そ
う

と
す
る
」
が
誤
り
。
対
象
を
超
え
よ
う
と
し
な
い
こ
と
は
「
つ
く
る
」
と
は
言
え
な
い
。 

② 

「
対
象
を
真
似
て
は
な
ら
な
い
と
意
識
」
「
に
せ
も
の
を
生
み
だ
そ
う
と
す
る
」
が

い
ず
れ
も
誤
り
。
「
真
似
る
」
も
「
つ
く
る
」
も
対
象
を
超
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
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る
が
、
そ
れ
は
に
せ
も
の
を
造
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。 

③ 
「
あ
え
て
類
似
す
る
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
」
が
誤
り
。
対
象
を
超
え
た
も
の

を
造
ろ
う
と
し
な
け
れ
ば
「
つ
く
る
」
に
な
ら
な
い
。
ま
た
、
そ
の
と
き
人
間
は
不
遜

に
な
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
、
「
謙
虚
な
態
度
で
向
き
合
い
つ
つ
」

も
適
当
で
は
な
い
。 

⑤ 

「
個
性
を
発
揮
し
、
新
奇
な
特
性
を
追
求
し
た
も
の
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
」
が
誤

り
。
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
で
あ
る
。 

 

問
４ 

【
本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
傍
線
部
の
表
現
効
果
を
説
明
す
る
問
題
】 

（
正
答
率
４
６
・
８
％
） 

正
解
は
② 

 

「
在
る
と
い
う
重
み
」
に
つ
い
て
は
、
第
６
段
落
で
「
個
人
の
見
、
嗅
い
だ
も
の
を
ひ

と
つ
の
生
き
た
花
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
表
現
に
ま
し
て
、
在
る
、
、
と
い
う
重
み

を
も
つ
に
決
ま
っ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。 

つ
ま
り
、
生
き
て
い
る
個
人
が
そ
の
ま
ま
一
つ
の
生
き
た
花
と
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ

れ
は
ど
ん
な
す
ば
ら
し
い
表
現
（
絵
画
や
詩
な
ど
）
も
及
ば
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は

実
物
そ
の
も
の
で
あ
り
、
命
の
重
み
を
宿
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
在

る
と
い
う
重
み
」
と
は
、
実
物
の
存
在
の
重
み
で
あ
り
、
実
物
の
中
に
あ
る
か
け
が
え
の

な
い
命
の
重
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

も
ち
ろ
ん
、
人
間
は
、
そ
の
ま
ま
「
花
」
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
絵
や
言

葉
に
よ
っ
て
、
自
分
の
一
瞬
を
枯
れ
な
い
花
に
で
き
な
い
か
。
作
者
は
表
現
に
よ
っ
て
、

実
物
を
超
え
る
こ
と
を
渇
望
し
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

① 

「
時
間
の
経
過
に
伴
う
喪
失
感
の
深
さ
」
は
、
本
文
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま

た
「
喪
失
感
」
と
「
存
在
」
は
相
容
れ
な
い
概
念
で
あ
る
。 

② 

表
現
で
は
な
く
、
実
物
そ
の
も
の
に
備
わ
る
か
け
が
え
の
な
さ
、
す
な
わ
ち
存
在
の

重
み
を
言
い
表
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
正
解
で
あ
る
。 

③ 

「
感
覚
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
個
性
の
独
特
さ
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
も
本
文
に
は
述

べ
ら
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
「
個
性
の
独
特
さ
」
と
「
在
る
と
い
う
重
み
」
に
は
一
致

す
る
も
の
が
な
い
。 

④
⑤ 

③
と
同
様
本
文
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
し
、
「
在
る
と
い
う
重
み
」
、
す
な
わ
ち
、

実
物
の
存
在
を
表
し
て
い
な
い
の
で
、
誤
り
で
あ
る
。 

 

問
５ 

【
作
者
の
心
情
の
変
化
を
説
明
す
る
問
題
】
（
正
答
率
５
５
・
１
％
） 

正
解
は
④ 

作
者
は
、
何
と
か
し
て
、
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
自
分
の
感
性
を
永
遠
に
残
し
た
い
と
考

え
て
い
た
。
花
を
真
似
な
が
ら
も
、
花
を
超
え
た
何
か
を
表
現
す
る
こ
と
で
作
り
出
し
た

い
と
い
う
思
い
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

し
か
し
、
興
奮
が
冷
め
る
と
、
作
者
は
死
な
な
い
も
の
は
命
で
は
な
い
と
い
う
真
理
を

思
い
出
す
。
命
あ
る
も
の
は
必
ず
死
ぬ
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
と
も
に
感
性
も
滅
び
て
し
ま

う
の
で
あ
る
。
限
り
あ
る
時
を
超
え
て
何
か
（
花
や
詩
な
ど
の
作
品
）
を
残
し
て
も
し
か

た
が
な
い
。
い
ず
れ
は
す
べ
て
な
く
な
っ
て
い
く
。 

作
者
は
、
友
達
に
も
ら
っ
た
百
合
を
結
局
捨
て
な
か
っ
た
が
、
秋
を
通
り
越
し
て
百
合

を
残
す
こ
と
に
「
う
し
ろ
め
た
さ
」
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
言
葉
を
残
し
、
作
品
を

残
そ
う
と
し
て
い
る
自
分
に
対
す
る
後
ろ
め
た
さ
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
作
者
の
心
情

を
説
明
し
て
い
る
選
択
肢
は
、
④
で
あ
る
。 

 

① 

「
造
花
も
本
物
の
花
も
同
等
の
存
在
感
を
も
つ
こ
と
を
認
識
し
た
」
が
誤
り
。
作
者

は
本
物
の
花
を
真
似
な
が
ら
も
、
本
物
を
超
え
る
も
の
を
造
ろ
う
と
し
て
い
た
の
で
、

「
同
等
の
存
在
感
を
持
つ
」
と
は
認
識
し
て
い
な
い
。 

② 
「
日
常
の
営
み
を
永
久
に
残
し
続
け
る
こ
と
に
も
あ
る
」
が
誤
り
。
筆
者
は
「
私
の

永
遠
は
た
か
だ
か
あ
と
三
十
年
で
よ
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
人
間
は
誰
も
永
久
に
生
き

る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

③ 

「
花
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
現
し
よ
う
」
が
ま
ず
誤
り
。
作
者
は
、
花
を
超
え
た
も
の
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を
造
り
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。
超
え
た
も
の
を
造
る
か
ら
こ
そ
、
表
現
す
る
こ
と

が
許
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。 

⑤ 

「
友
人
の
好
意
を
理
解
も
せ
ず
に
、
身
勝
手
な
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
」
が
誤
り
。

筆
者
は
第
７
段
落
で
友
人
の
言
っ
た
「
秋
に
な
っ
た
ら
捨
て
て
頂
戴
ね
」
と
い
う
言
葉

の
意
味
を
理
解
し
て
い
る
し
、
そ
も
そ
も
筆
者
が
百
合
を
契
機
と
し
て
巡
ら
せ
て
い
る

思
い
は
、
い
の
ち
と
永
遠
に
関
す
る
哲
学
的
な
問
題
で
あ
っ
て
、
友
人
の
好
意
を
顧
み

ず
、
身
勝
手
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
と
い
う
気
持
ち
に
な
っ
て
「
さ
め
た
」
わ
け
で
は

な
い
。 

 

問
６ 

【
テ
ク
ス
ト
そ
れ
ぞ
れ
の
表
現
効
果
に
つ
い
て
説
明
す
る
問
題
】 

（
ⅰ
）
詩
に
用
い
ら
れ
て
い
る
修
辞
に
つ
い
て
問
う
問
題 

（
正
答
率
２
２
・
１
％
） 

正
解
は
② 

説
明
す
る
一
文
の
空
欄
に
修
辞
法
を
組
み
合
わ
せ
て
入
れ
る
と
い
う
形
式
は
、
今
ま
で

出
題
さ
れ
た
こ
と
が
な
い
。 

ａ
の
う
ち
、
①
「
擬
態
語
」
は
な
い
。
②
「
倒
置
法
」
は
、
一
連
と
二
連
が
倒
置
に
な

っ
て
い
る
。
③
「
反
復
法
」
は
、
「
乾
杯
！
」
の
語
や
「
生
き
れ
ば
」
が
繰
り
返
さ
れ
て

い
る
。
④
「
擬
人
法
」
は
、
「
紙
片
が
し
ら
じ
ら
し
く
あ
り
つ
づ
け
る
」
と
か
、
「
い
の

ち
が
青
ざ
め
そ
し
て
黄
ば
む
」
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。 

そ
こ
で
、
①
③
④
の
ｂ
を
見
る
と
、
③
「
帰
納
的
」
④
「
構
造
的
」
は
、
い
ず
れ
も
該

当
し
な
い
。
②
「
反
語
的
」
は
、
第
一
連
で
は
、
ど
う
し
て
恋
人
は
去
っ
た
の
に
、
彼
が

残
し
た
紙
は
残
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
、
残
ら
な
け
れ
ば
い
い
の
に
い
う
思
い
で
始
ま
る

が
、
や
が
て
そ
の
思
い
は
、
薄
っ
ぺ
ら
な
一
枚
の
紙
が
こ
こ
ろ
よ
り
も
長
持
ち
す
る
と
い

う
驚
き
と
不
思
議
の
念
に
捉
え
直
さ
れ
、
そ
の
紙
よ
り
も
ほ
ろ
び
や
す
い
自
分
が
、
何
百

枚
と
い
う
紙
に
書
き
し
る
す
こ
と
を
不
遜
と
言
い
な
が
ら
も
、
命
の
限
り
紙
に
書
き
続
け

よ
う
と
い
う
思
い
に
な
っ
て
い
く
。
し
た
が
っ
て
、
第
一
連
に
示
さ
れ
る
思
い
を
反
語
的

に
捉
え
直
し
て
い
る
と
い
う
説
明
は
成
り
立
つ
の
で
、
正
解
は
②
で
あ
る
。 

 

（
ⅱ
）
エ
ッ
セ
イ
中
の
表
現
の
特
徴
を
四
択
で
選
ぶ
問
題 

（
正
答
率
３
３
・
７
％
） 

正
解
は
① 

セ
ン
タ
ー
試
験
で
も
よ
く
出
題
さ
れ
る
形
式
で
あ
る
。
二
九
年
の
プ
レ
テ
ス
ト
に
比

べ
、
か
な
り
セ
ン
タ
ー
試
験
へ
の
回
帰
が
み
ら
れ
る
が
、
形
式
は
と
も
か
く
、
表
現
の
特

徴
は
必
ず
出
題
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
い
つ
も
テ
ク
ス
ト
の
表
現
に
着
目
し
て
読
む
習
慣
を

身
に
つ
け
た
い
も
の
で
あ
る
。 

 ① 

確
か
に
、
「
た
っ
た
一
つ
で
き
な
い
の
は
枯
れ
る
こ
と
だ
」
を
前
に
置
く
こ
と
に
よ

っ
て
、
「
た
っ
た
一
つ
で
き
る
の
は
枯
れ
な
い
こ
と
だ
」
と
い
う
表
現
が
引
き
立
ち
、

「
枯
れ
な
い
」
と
い
う
造
花
の
欠
点
が
、
「
で
き
る
こ
と
」
と
い
う
プ
ラ
ス
に
変
わ
っ

て
い
る
の
で
、
説
明
と
し
て
矛
盾
点
が
な
く
正
し
い
。
よ
っ
て
こ
れ
が
正
解
。 

② 

「
第
三
者
的
な
観
点
を
用
い
て
『
私
』
の
感
情
の
高
ぶ
り
が
強
調
」
と
あ
る
の
が
誤

り
。
第
三
者
的
な
観
点
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。 

③ 

「
も
ど
す
」
の
前
後
に
あ
る
「 

―
― 

」
は
、
直
前
の
「
何
か
に
変
え
る
」
を
言
い

換
え
る
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
「
『
私
』
の
考
え
や
思
い
に
余
韻
が
与
え
ら

れ
」
る
わ
け
で
は
な
い
。 

④
は
、
「
『
永
遠
』
と
い
う
普
遍
的
な
概
念
を
話
題
に
応
じ
て
恣
意
的
に
解
釈
し
よ
う
と

す
る
」
が
誤
り
。
作
者
は
「
永
遠
」
の
概
念
を
恣
意
的
に
解
釈
は
し
て
い
な
い
。 
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第
４
問 

古
文 

■ 
出
典 

紫
式
部
『
源
氏
物
語
』
手
習 

 

■ 

本
文
解
説 

二
九
年
度
の
プ
レ
テ
ス
ト
で
は
、
古
文
は
『
源
氏
物
語
』
の
写
本
が
二
種
と
『
原
中
最

秘
抄
』
と
い
う
、
三
種
類
の
テ
ク
ス
ト
が
問
題
文
に
な
っ
て
い
た
。
二
九
年
度
は
全
体
的

に
情
報
量
が
多
く
、
十
分
に
生
徒
が
読
み
切
れ
な
い
と
い
う
結
果
が
見
ら
れ
た
た
め
、
三

〇
年
度
は
各
大
問
で
様
々
な
変
更
・
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
古
文
は
、
本
文
は
従
来
と
同
じ

よ
う
な
一
種
類
の
文
章
に
戻
り
、
長
さ
も
セ
ン
タ
ー
試
験
と
ほ
ぼ
同
じ
程
度
に
な
っ
て
い

る
。
た
だ
し
、
問
５
で
「
手
習
」
中
で
浮
舟
が
つ
ぶ
や
い
た
「
か
か
れ
と
て
し
も
」
の
句

の
引
き
歌
と
し
て
、
僧
正
遍
昭
の
『
遍
昭
集
』
の
一
節
が
引
用
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、

『
遍
昭
集
』
の
引
用
部
分
か
ら
直
接
問
う
の
で
は
な
く
、
僧
正
遍
昭
の
出
家
時
の
心
境
と

「
手
習
」
に
お
け
る
浮
舟
の
出
家
す
る
心
境
の
類
似
点
、
相
違
点
に
つ
い
て
、
生
徒
達
が

話
し
合
い
を
す
る
と
い
う
設
定
を
作
り
、
妥
当
な
意
見
を
選
ぶ
と
い
う
問
題
が
出
題
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
複
数
の
文
章
を
必
然
的
に
理
解
し
た
上
で
、
妥
当
な
解
釈
に
つ
い
て
考

察
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
で
、
出
題
の
ね
ら
い
が
十
分
に
生
か
さ
れ
た
設
問
に
な
っ

て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

二
九
年
度
の
プ
レ
テ
ス
ト
で
は
消
え
て
い
た
語
句
の
意
味
の
問
題
が
問
２
に
復
活
し

て
い
る
。
問
２
、
問
５
以
外
は
、
解
釈
の
問
題
で
あ
る
が
、
従
来
の
問
題
や
二
九
年
度
の

プ
レ
テ
ス
ト
で
は
、
傍
線
部
に
関
す
る
問
い
に
し
ろ
、
文
法
・
表
現
問
題
に
し
ろ
、
限
定

さ
れ
た
場
所
か
ら
解
答
を
作
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
点
で
、
前
回
の
問
題
は
、
出
題
の

し
か
た
こ
そ
目
新
し
か
っ
た
が
、
問
い
方
に
つ
い
て
は
従
来
の
問
題
に
近
か
っ
た
と
言
え

る
。
今
回
の
問
題
は
、
文
脈
や
テ
ク
ス
ト
全
体
を
読
ま
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
な
問
方

が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
も
、
出
題
の
ね
ら
い
を
強
く
意
識
し
、
か
つ
そ
れ
を
あ
る

程
度
実
現
し
て
い
る
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
改
善
努
力
は
注
目
に
値
す
る
。
な
ぜ
な

ら
、
二
年
後
の
本
番
ま
で
に
、
よ
り
一
層
の
改
善
が
図
ら
れ
る
と
予
測
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。 た

だ
し
、
今
回
の
問
題
の
程
度
で
あ
れ
ば
、
語
彙
力
・
文
法
力
に
支
え
ら
れ
た
読
解
力

が
あ
れ
ば
、
多
少
設
問
形
式
が
新
し
く
な
っ
て
も
解
答
す
る
の
に
困
難
は
な
い
。
問
５
の

場
合
も
、
本
文
と
遍
昭
集
の
詞
書
き
の
内
容
を
読
み
取
れ
れ
ば
、
生
徒
た
ち
の
会
話
の
正

誤
は
す
ぐ
に
判
断
で
き
る
。 

も
し
、
も
っ
と
手
応
え
の
あ
る
現
代
文
の
文
章
（
た
と
え
ば
小
林
秀
雄
な
ど
）
が
組
み

合
わ
さ
っ
た
り
、
対
話
文
の
読
解
に
も
工
夫
が
凝
ら
さ
れ
た
り
し
て
、
複
数
の
文
章
の
読

み
比
べ
や
文
脈
や
テ
ク
ス
ト
全
体
を
踏
ま
え
た
考
察
が
深
ま
れ
ば
、
単
な
る
現
代
語
訳
の

古
典
学
習
か
ら
の
決
別
が
促
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
問
題
を
古

典
に
入
れ
る
と
、
大
問
す
べ
て
の
構
成
に
も
影
響
が
大
き
い
。
短
い
時
間
で
多
く
の
情
報

を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
新
テ
ス
ト
に
お
い
て
は
、
実
現
は
難
し
い
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。 

 

■ 

設
問
解
説 

問
１ 

【
傍
線
部
に
お
け
る
人
物
の
心
情
を
文
脈
に
即
し
て
説
明
す
る
問
題
】 

（
正
答
率
５
０
・
１
％
） 

正
解
は
④ 

「
心
ひ
と
つ
を
か
へ
さ
ふ
」
の
「
心
ひ
と
つ
」
は
、
自
分
の
心
の
中
だ
け
で
密
か
に

何
か
を
考
え
て
い
る
様
子
を
表
す
。
「
か
へ
さ
ふ
」
は
、
こ
こ
で
は
「
何
度
も
思
い
返

す
、
反
省
す
る
」
の
意
味
で
、
傍
線
部
Ａ
の
部
分
で
浮
舟
が
ど
う
い
う
こ
と
を
思
い
返

し
て
い
る
か
と
い
う
と
、
二
行
前
の
「
か
く
て
こ
そ
あ
り
け
れ･･･

」
か
ら
の
内
容
を
す

べ
て
含
ん
で
い
る
。 

こ
の
部
分
で
浮
舟
が
考
え
て
い
る
こ
と
は
三
つ
で
あ
る
。 

ア 

こ
う
し
て
生
き
て
い
る
こ
と
を
薫
に
知
ら
れ
る
こ
と
は
、
誰
に
知
ら
れ
る
よ
り
も
恥

ず
か
し
い
。 

イ 

そ
れ
で
も
、
こ
の
世
に
い
る
間
に
薫
の
姿
を
遠
く
か
ら
で
も
見
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
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う
か
と
思
う
。 

ウ 
し
か
し
、
そ
ん
な
執
着
を
ま
だ
持
っ
て
い
る
の
は
、
よ
く
な
い
心
だ
か
ら
、
そ
の
よ

う
な
こ
と
は
思
う
ま
い
。 

 

選
択
肢
を
見
る
と
、
①
②
は
匂
宮
に
関
す
る
心
情
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
、
ま
っ
た
く

見
当
違
い
で
あ
る
。 

 

③
④
⑤
の
う
ち
、
ア
～
ウ
の
ど
れ
か
に
合
致
す
る
の
は
④
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
④

が
正
解
で
あ
る
。 

 

問
２ 

【
語
句
の
意
味
の
問
題
】 

（
正
答
率
（
ア
）
６
３
・
１
％
（
イ
）
２
８
・
８
％ 

（
ウ
）
３
４
・
７
％
） 

正
解
は
（
ア
）
③ 

（
イ
）
① 

（
ウ
）
② 

 

（
ア
）
「
聞
こ
し
召
す
」
は
、
「
食
う
・
飲
む
」
の
尊
敬
語
で
、
敬
語
の
問
題
で
は
頻
出

の
語
で
あ
る
か
ら
、
さ
す
が
に
正
答
率
は
60
％
を
超
え
て
い
る
。
正
解
は
③
で
あ

る
。 

（
イ
）
「
こ
ち
な
し
」
は
、
そ
れ
ほ
ど
頻
繁
に
目
に
す
る
単
語
で
は
な
い
。
一
気
に
正
答

率
が
下
が
っ
て
い
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
「
こ
ち
た
し
」
と
よ
く
似
て
い
る
の
で
、

②
の
「
お
お
げ
さ
だ
」
を
選
ん
だ
生
徒
が
か
な
り
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
「
こ
ち
な

し
」
は
、
「
無
作
法
だ
、
無
粋
で
あ
る
」
の
意
味
の
単
語
で
あ
る
。
「
こ
ち
な
し
」

ま
で
の
浮
舟
の
状
況
は
、
「
朝
が
来
て
、
い
び
き
の
大
き
な
年
寄
り
の
尼
が
早
く
起

き
て
、
粥
な
ど
気
味
悪
げ
な
も
の
を
美
味
し
そ
う
に
食
べ
、
『
姫
様
も
早
く
召
し
上

が
り
な
さ
い
ま
せ
』
な
ど
と
寄
っ
て
き
て
言
う
が
、
世
話
を
さ
れ
る
の
も
い
や
な
感

じ
で
、
慣
れ
な
い
気
持
ち
が
す
る
の
で
、
『
気
分
が
悪
い
の
で
』
と
素
知
ら
ぬ
ふ
り

を
な
さ
る
の
に
、
強
い
て
食
べ
る
よ
う
に
言
う
の
も
た
い
そ
う
無
粋
で
気
が
利
か
な

い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
解
は
①
で
あ
る
。 

（
ウ
）
「
さ
か
し
ら
人
」
も
、
「
こ
ち
な
し
」
よ
り
は
目
に
す
る
単
語
で
あ
る
が
、
や
は

り
語
彙
力
が
豊
か
で
な
い
と
な
か
な
か
答
え
ら
れ
な
い
。
「
さ
か
し
ら
な
り
」
と
い

う
形
容
詞
は
「
賢
し
ら
な
り
」
と
書
き
、
「
か
し
こ
そ
う
に
見
せ
る
」
「
利
口
ぶ
る
」

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
さ
か
し
ら
人
」
と
は
「
お
節
介
な
人
、
で
し
ゃ
ば
り
、
差

し
出
が
ま
し
い
人
、
利
口
ぶ
っ
た
人
」
の
意
味
で
あ
る
か
ら
、
正
解
は
②
。 

 

問
３ 

【
文
脈
に
即
し
て
登
場
人
物
の
言
動
を
理
解
す
る
問
題
】 

（
正
答
率
２
８
・
２
％
） 

正
解
は
③ 

適
当
で
な
い
も
の
を
選
ぶ
点
に
注
意
す
る
。
選
択
肢
を
一
つ
ひ
と
つ
本
文
と
照
合
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
最
初
に
本
文
の
内
容
を
把
握
で
き
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど

難
し
く
な
い
。 

 

① 

問
２
で
解
釈
し
た
通
り
、
本
文
の
内
容
に
合
致
し
て
い
る
。 

② 

「
下
衆
下
衆
し
き
法
師
ば
ら
な
ど
あ
ま
た
来
て
」
以
下
の
内
容
は
、
法
師
た
ち
が
「
僧

都
が
都
の
高
貴
な
方
々
に
何
度
も
乞
わ
れ
て
、
都
に
行
く
た
め
今
日
山
を
下
り
る
」
と

自
慢
げ
に
話
す
と
い
う
内
容
に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
選
択
肢
も
内
容
に
合

致
し
て
い
る
。 

③ 

僧
都
が
山
を
下
り
る
理
由
を
述
べ
て
い
る
が
、
僧
都
は
一
品
の
宮
の
祈
祷
を
す
る
の

に
、
天
台
座
主
で
は
な
く
、
や
は
り
僧
都
で
な
い
と
い
け
な
い
と
繰
り
返
し
依
頼
さ
れ

山
を
下
り
る
。
浮
舟
の
出
家
の
た
め
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
選
択
肢
は
内
容
に

合
致
し
て
い
な
い
。
こ
れ
が
正
解
と
な
る
。 

④
⑤ 

い
ず
れ
も
内
容
に
合
致
し
て
い
る
。 

 
問
４ 
【
傍
線
部
に
つ
い
て
様
々
な
視
点
か
ら
解
釈
す
る
問
題
】 

（
正
答
率
３
２
・
８
％
） 

正
解
は
⑤ 

「
親
に
い
ま
一
た
び
か
う
な
が
ら
の
さ
ま
を
見
え
ず
な
り
な
む
こ
そ
、
人
や
り
な
ら
ず

い
と
悲
し
け
れ
」
を
現
代
語
訳
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。 
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親
に
も
う
一
度
今
の
ま
ま
（
出
家
前
）
の
自
分
の
姿
を
見
せ
な
い
で
終
わ
っ
て
し
ま
う

こ
と
が
、
誰
の
せ
い
で
も
な
く
自
分
の
せ
い
で
は
あ
る
が
、
と
て
も
悲
し
か
っ
た
。 

 

① 

「
す
っ
か
り
容
貌
の
衰
え
た
今
の
浮
舟
の
姿
」
が
誤
り
。 

② 

「
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
姿
を
隠
し
た
い
」
が
誤
り
。 

③ 

「
こ
そ
」
が
強
調
し
て
い
る
の
は
、
実
の
親
に
自
分
の
出
家
前
の
姿
を
見
せ
ら
れ
な

い
悲
し
さ
で
あ
る
の
で
、
「
実
の
親
で
は
な
く
、
他
人
で
あ
る
尼
君
の
世
話
を
受
け
ざ

る
を
得
な
い
浮
舟
の
苦
境
」
で
は
な
い
。 

④ 

「
人
や
り
な
ら
ず
」
の
解
釈
が
間
違
っ
て
い
る
。
「
人
や
り
な
ら
ず
」
は
、
誰
の
せ

い
で
も
な
く
、
自
分
の
せ
い
だ
と
思
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
他
人
を
責
め

る
」
は
間
違
っ
た
解
釈
で
あ
る
。 

⑤ 

浮
舟
に
は
所
々
敬
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
も
「
悲
し
け
れ
』

と
思
ひ
給
ふ
」
と
書
く
こ
と
も
で
き
た
が
、
敢
え
て
「
悲
し
け
れ
」
と
結
ぶ
こ
と
で
、

浮
舟
の
心
情
が
ス
ト
レ
ー
ト
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
正
解
。 

 

問
５ 

【
他
の
テ
ク
ス
ト
を
踏
ま
え
登
場
人
物
の
心
情
を
説
明
す
る
問
題
】 

（
正
答
率
３
０
・
８
％
） 

正
解
は
②
・
⑥ 

浮
舟
が
独
り
言
で
言
っ
た
「
か
か
れ
と
て
し
も
」
に
つ
い
て
、
ま
ず
生
徒
が
先
生
に
質

問
を
し
、
先
生
が
僧
正
遍
昭
の
和
歌
が
引
き
歌
に
な
っ
て
い
る
と
答
え
、
続
い
て
遍
昭
集

の
歌
集
の
詞
書
を
紹
介
し
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。 

 

（
詞
書
）
な
に
や
か
や
と
歩
き
回
っ
て
い
た
間
に
、
お
仕
え
し
て
い
た
深
草
の
帝
が
崩
御

な
さ
っ
て
、
変
わ
っ
て
し
ま
う
世
の
中
を
見
る
の
も
耐
え
が
た
く
悲
し
い
。
蔵
人
の

中
将
な
ど
に
な
り
、
夜
昼
親
し
く
お
仕
え
し
て
い
た
の
で
、
「
深
草
の
帝
が
い
ら
っ

し
ゃ
ら
な
い
世
の
中
で
人
と
交
わ
る
こ
と
は
す
ま
い
」
と
思
い
、
急
に
、
家
の
人
に

も
知
ら
せ
な
い
で
、
比
叡
山
に
の
ぼ
っ
て
、
髪
を
下
ろ
し
出
家
し
ま
し
た
が
、
そ
う

は
い
っ
て
も
や
は
り
、
親
な
ど
の
こ
と
は
心
に
か
か
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

（
和
歌
）
私
の
母
は
よ
も
や
こ
の
よ
う
に
出
家
剃
髪
せ
よ
と
言
っ
て
、
私
の
黒
髪
を
撫
で

い
つ
く
し
ん
だ
の
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
に
。 

 

こ
の
詞
書
と
歌
の
内
容
を
踏
ま
え
て
生
徒
の
対
話
を
読
む
と
、
解
釈
と
し
て
適
切
な
も

の
は
す
ぐ
に
判
別
で
き
る
。
正
解
は
②
と
⑥
で
あ
る
。 

①
、
③
、
④
は
、
歌
の
解
釈
が
間
違
っ
て
い
る
。 

⑤
は
、
浮
舟
の
心
情
の
解
釈
が
遍
昭
の
歌
の
内
容
に
そ
ぐ
わ
な
い
。 

 

 

第
５
問 

漢
文 

■ 

出
典 

金
谷
治
訳
注
『
荘
子
』 

隆
基 

 
 

『
郁
離
子
』 

 

■ 

本
文
解
説 

 

文
章
Ⅰ
は
「
荘
子
」
の
「
朝
三
暮
四
」
の
概
要
で
あ
る
。
文
章
Ⅱ
は
「
郁
離
子
」
で
、

同
じ
く
狙
と
狙
公
の
話
で
あ
る
が
、
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
、
ま
っ
た
く
異
な
る
。 

 

楚
に
、
猿
を
養
っ
て
生
計
を
立
て
る
者
が
い
た
。
楚
の
人
は
、
彼
を
狙
公
と
呼
ん

だ
。
狙
公
は
朝
に
な
る
と
、
必
ず
猿
た
ち
を
庭
で
グ
ル
ー
プ
に
分
け
て
、
年
長
の
猿

に
グ
ル
ー
プ
を
率
い
て
山
に
行
き
、
草
木
の
実
を
探
さ
せ
た
。
狙
公
は
猿
た
ち
が
探

し
て
き
た
実
の
十
分
の
一
を
徴
収
し
、
自
分
の
暮
ら
し
を
ま
か
な
っ
て
い
た
。
出
さ

な
い
猿
が
い
れ
ば
鞭
を
与
え
て
い
た
。
猿
た
ち
は
そ
れ
に
苦
し
む
が
、
決
し
て
狙
公

の
命
令
に
背
か
な
か
っ
た
。
あ
る
と
き
、
小
さ
い
猿
が
、
猿
の
群
れ
に
向
か
っ
て
、
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「
山
の
木
は
狙
公
の
も
の
か
」
と
聞
く
と
、
猿
た
ち
は
「
そ
う
で
は
な
く
、
自
然
に

生
え
て
い
る
も
の
だ
」
と
答
え
た
。
す
る
と
、
小
さ
い
猿
は
、「
狙
公
し
か
そ
れ
は
取

っ
て
は
い
け
な
い
の
か
」
と
ま
た
聞
い
た
。
猿
た
ち
は
「
い
や
、
そ
う
で
は
な
い
。

皆
が
取
っ
て
よ
い
も
の
だ
」
。
小
さ
い
猿
は
、「
そ
れ
な
ら
、
ど
う
し
て
、
我
々
は
彼

に
そ
れ
を
借
り
て
、
彼
の
た
め
に
仕
事
を
し
て
い
る
の
か
」
と
言
っ
た
。
小
さ
い
猿

が
言
い
終
わ
ら
な
い
う
ち
に
猿
た
ち
は
目
が
覚
め
た
。
そ
の
夕
方
、
猿
た
ち
は
狙
公

が
寝
る
の
を
待
っ
て
、
柵
を
破
り
、
檻
を
壊
し
て
、
狙
公
の
蓄
え
を
取
り
、
一
緒
に

林
の
中
に
入
っ
て
い
っ
て
、
二
度
と
帰
ら
な
か
っ
た
。
狙
公
は
と
う
と
う
飢
え
て
死

ん
で
し
ま
っ
た
。 

郁
離
子
が
言
う
こ
と
に
は
、
「
世
の
中
に
は
、
術
を
使
う
ば
か
り
で
、
道
理
に
か

な
っ
た
決
ま
り
を
用
い
な
い
狙
公
の
よ
う
な
者
が
い
る
が
、
た
だ
民
た
ち
が
疎
く
て

こ
れ
ま
で
気
付
か
な
か
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
い
う
者
は
民
が
一
度
そ
の
こ
と
に

気
づ
け
ば
、
狙
公
の
よ
う
に
窮
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。 

  

漢
文
も
テ
ク
ス
ト
の
種
類
は
前
回
よ
り
も
減
り
、
セ
ン
タ
ー
試
験
の
形
式
に
戻
っ
た
感

が
あ
る
。
設
問
も
問
５
以
外
は
、
ほ
と
ん
ど
字
義
や
句
法
の
知
識
が
あ
れ
ば
解
け
る
問
題

で
、
従
来
通
り
の
学
習
を
し
て
い
れ
ば
十
分
対
応
で
き
る
。
問
５
に
し
て
も
、
設
問
形
式

は
新
し
さ
を
感
じ
る
も
の
の
、
読
解
に
必
要
な
知
識
・
技
能
は
、
結
局
従
来
型
の
問
題
と

大
し
て
変
わ
ら
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

■ 

設
問
解
説 

問
１ 

【
漢
字
の
意
味
を
問
う
問
題
】 

（
正
答
率
（
１
）
７
４
・
０
％
（
２
）
６
５
・
９
％
） 

正
解
は
（
１
）
② 

（
２
）
④ 

セ
ン
タ
ー
試
験
で
も
よ
く
出
る
形
式
で
の
出
題
で
あ
る
。
文
中
の
漢
字
の
意
味
を
、

熟
語
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
も
の
で
、
（
１
）
「
生
」
は
「
生
計
」
の
意

味
、
（
２
）
「
積
」
は
「
蓄
積
」
の
意
味
で
あ
る
。
特
に
「
生
」
が
「
生
計
」
を
意
味

す
る
場
合
は
、
漢
文
で
は
頻
出
な
の
で
、
覚
え
て
い
る
生
徒
も
多
い
と
思
わ
れ
る
。
正

答
率
も
一
番
高
い
。 

 

問
２ 

【
訓
点
と
書
き
下
し
の
問
題
】 

 
 

（
正
答
率 

５
１
・
２
％
） 

正
解
は
① 

読
解
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
次
の
こ
と
に
注
目
す
る
と
よ
い
。 

 ア 

「
使
」
が
使
役
形
で
あ
り
、
「･･･

を
し
て
、･･･

し
む
」
と
い
う
読
み
方
に
な
る
こ

と
（
こ
の
点
で
④
⑤
は
除
外
さ
れ
る
）
。 

イ 

「
率
」
は
こ
こ
で
は
「
ひ
き
ヰ
ル
」
と
読
む
こ
と
（
こ
の
点
で
②
③
が
除
外
さ
れ
る
）
。 

ウ 

「
之
」
は
こ
こ
で
は
「
ゆ
ク
」
と
い
う
動
詞
で
あ
る
こ
と
。 

 

さ
ら
に
、
前
後
の
文
脈
か
ら
、
狙
公
が
猿
た
ち
を
山
に
行
か
せ
て
木
の
実
を
取
っ
て
こ

さ
せ
て
い
た
こ
と
が
読
み
取
れ
る
は
ず
で
あ
る
。 

句
法
、
文
字
の
意
味
、
文
脈
を
読
み
取
る
と
い
う
基
本
的
な
漢
文
読
解
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を

用
い
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
い
問
題
で
は
な
い
。
正
解
は
①
で
あ
る
。 

 

問
３ 

【
書
き
下
し
と
現
代
語
訳
の
問
題
】 

 

（
正
答
率
３
３
・
８
％
） 

正
解
は
① 

こ
れ
も
問
２
と
同
様
、
文
字
、
句
法
、
文
脈
の
理
解
に
よ
っ
て
、
読
解
で
き
る
。 

 

ア 

「
所
」
は
返
読
文
字
で
あ
る
（
こ
の
点
で
②
④
は
除
外
さ
れ
る
）
。 

イ 

「
樹
」
は
動
詞
と
な
る
こ
と
が
あ
り
、
「
樹
う
る
」
と
読
む
。 

ウ 

「
与
」
は
疑
問
の
助
字
で
「
か
」
と
読
む
（
こ
の
点
で
③
⑤
が
除
外
さ
れ
る
）
。 

  

さ
ら
に
、
狙
公
に
木
の
実
を
搾
り
取
ら
れ
苦
し
ん
で
い
る
猿
た
ち
の
中
か
ら
、
そ
れ
に

疑
問
を
持
つ
も
の
が
現
れ
、
猿
た
ち
は
山
の
草
木
が
誰
の
も
の
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
狙

公
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
き
逃
げ
て
い
く
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
を
描
け
ば
、
こ
の
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一
文
の
意
味
は
お
の
ず
と
明
ら
か
に
な
る
。
正
解
は
①
で
あ
る
。 

 

問
４
【
文
章
全
体
の
内
容
を
踏
ま
え
て
文
脈
を
読
み
取
る
問
題
】 

（
正
答
率
３
２
・
９
％
） 

正
解
は
① 

傍
線
部
中
に
用
い
ら
れ
て
い
る
句
法
や
文
字
の
意
味
と
し
て
知
っ
て
お
き
た
い
も
の

は
、
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。 

①
惟･

･･

限
定
形
「
た
ダ
～
ノ
ミ
」
と
読
ん
で
、
「
～
だ
け
で
あ
る
」
の
意
。 

②
昏･

･･

「
く
ら
シ
」
と
読
む
。
意
味
は
次
の
と
お
り
。 

ア 

明
か
り
が
な
く
て
暗
い
様
。
「
黄
昏
（
こ
う
こ
ん
・
た
そ
が
れ
）
」
は
空

が
暗
く
な
り
か
け
た
頃
を
言
う
。 

イ 

比
喩
的
に
「
道
理
に
暗
い
」
「
愚
か
」
の
意
味
。 

愚
か
な
王
を
暗
君
と
い
う
が
、
「
昏
君
」
と
も
い
う
。 

ウ 

時
世
が
混
乱
し
て
混
迷
し
て
い
る
こ
と
。
混
迷
は
昏
迷
と
も
書
く
。 

③
而･

･･

順
接
を
示
す
助
字
。
こ
こ
で
は
置
き
字
で
読
ま
ず
、
上
の
「
昏
」
を
「
く
ら
ク
シ

テ
」
と
読
む
。 

④
未･

･･

再
読
文
字
。
「
未
ダ
～
ず
」
と
読
ん
で
、
「
ま
だ
～
な
い
」
の
意
。
こ
こ
で
は

「
惟
」
と
一
緒
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
、
「
未
ダ
～
ざ
ル
ノ
ミ
」
と
な
る
。 

⑤
覚･

･･

「
お
ぼ
ユ
」
と
読
む
が
記
憶
す
る
の
意
味
は
な
い
。
「
感
じ
る
」
「
気
づ
く
」

「
悟
る
」
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
。
「
覚
醒
す
る
」
と
い
う
熟
語
を
思
い
浮
か
べ

る
と
よ
い
。 

こ
う
し
た
漢
文
読
解
の
基
本
的
知
識
が
あ
れ
ば
、
傍
線
部
は
、
「
惟
だ
其
れ
昏
く
し
て

未
だ
覚
え
ざ
る
の
み
な
り
」
と
読
み
、
意
味
は
「
た
だ
、
（
民
が
）
ま
だ
愚
か
で
気
が
つ

い
て
い
な
い
だ
け
だ
」
と
い
う
意
味
に
な
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
と
同
様
の
意

味
に
訳
し
て
い
る
の
は
①
で
あ
る
。 

こ
れ
ら
の
漢
文
の
知
識
が
な
け
れ
ば
文
脈
か
ら
読
み
取
る
し
か
な
い
が
、
傍
線
部
の
前

後
は
か
な
り
難
し
い
内
容
に
な
っ
て
い
る
。 

狙
た
ち
は
山
の
果
が
誰
の
も
の
で
も
な
い
と
気
づ
か
な
い
う
ち
は
、
狙
公
に
言
わ
れ
る

が
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
が
、
気
が
つ
い
た
ら
逃
げ
て
し
ま
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
民
も

同
じ
で
、
民
が
術
を
使
う
者
の
言
う
が
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ま
だ
愚

か
で
真
実
に
疎
い
か
ら
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
内
容
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
語
句
や
句
法
の
知

識
な
く
し
て
文
脈
か
ら
判
断
す
る
の
は
お
そ
ら
く
不
可
能
に
近
い
。
や
は
り
基
本
的
な
知

識
は
し
っ
か
り
と
身
に
つ
け
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。 

 

問
５ 

【
複
数
の
テ
ク
ス
ト
を
も
と
に
し
た
対
話
の
空
欄
を
補
充
す
る
問
題
】 

（
正
答
率 

Ｘ
５
１
・
４
％ 

Ｙ
３
７
・
５
％ 

Ｚ
３
６
・
７
％
） 

正
解
は
Ｘ
⑤ 

Ｙ
③ 

Ｚ
① 

 

文
章
Ⅰ
は
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
文
章
Ⅱ
と
の
関
係
は
、
文
章
Ⅱ
の
「
術
」

の
意
味
を
、
文
章
Ⅰ
の
「
朝
三
暮
四
」
に
よ
っ
て
、
口
先
で
相
手
を
丸
め
込
み
欺
す
と
い

う
意
味
に
解
釈
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
あ
る
程
度
、
複
数
の
テ
ク
ス
ト
を
組
み
合

わ
せ
る
と
い
う
ね
ら
い
を
実
践
し
た
問
題
に
な
っ
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。 

 

Ｘ 

故
事
成
語
の
知
識
が
あ
れ
ば
正
解
で
き
る
の
で
、
単
な
る
知
識
問
題
に
な
っ
て
い

る
。
し
か
し
、
正
解
の
選
択
肢
⑤
が
、
「
内
容
を
改
め
な
い
で
口
先
だ
け
で
ご
ま
か
す

こ
と
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
、
「
朝
三
暮
四
」
の
解
釈
で
あ
る
と
す
ぐ
に
気
づ
か
な
か

っ
た
生
徒
が
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
「
朝
三
暮
四
」
は
狙
を
見
る
か
、
狙
公
を
見
る
か

で
、
こ
と
わ
ざ
の
意
味
が
異
な
る
。
狙
を
見
た
場
合
、
「
目
先
の
違
い
に
気
を
と
ら
れ

て
、
実
際
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
し
、
狙
公
を
見

る
と
、
「
う
ま
い
言
葉
や
方
法
で
人
を
だ
ま
す
こ
と
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
選
択
肢

⑤
の
「
内
容
を
改
め
な
い
で
」
と
い
う
部
分
に
疑
問
を
感
じ
る
と
、
①
を
選
ん
で
し
ま

う
可
能
性
が
あ
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
「
朝
令
暮
改
」
と
勘
違
い
し
た
生
徒
は
②
や
④
に

し
て
し
ま
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
平
易
な
問
題
の
割
に
正
答
率
が
半
分
程
度
で
あ

る
の
は
、
そ
の
あ
た
り
に
原
因
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。 
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Ｙ 
生
徒
Ａ
が
、
Ｙ
を
「
運
命
の
分
か
れ
目
」
と
言
い
、
こ
れ
に
よ
っ
て
猿
飼
い
の
親
方

と
猿
と
の
関
係
が
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
と
す
る
と
、
文
章
Ⅱ
の
読
み

取
り
か
ら
、
小
猿
が
「
山
の
木
の
実
は
狙
公
が
植
え
た
も
の
か
」
と
聞
い
た
こ
と
が
、

猿
た
ち
の
意
識
を
変
え
る
き
っ
か
け
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
選

択
肢
を
見
る
と
、
③
が
そ
の
内
容
を
的
確
に
表
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
が
正
解
で
あ
る
。 

 

Ｚ 

Ｚ
に
は
、
最
後
の
段
落
で
郁
離
子
が
述
べ
た
内
容
が
入
る
。
郁
離
子
が
言
っ
た
こ
と

は
次
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
。 

 

「
世
の
中
に
は
、
術
を
使
う
ば
か
り
で
、
道
理
に
か
な
っ
た
決
ま
り
を
用
い
な
い
狙
公

の
よ
う
な
者
が
い
る
が
、
そ
う
い
う
者
は
民
が
一
度
そ
の
こ
と
に
気
づ
け
ば
、
狙
公
の

よ
う
に
窮
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
」 

 

文
章
Ⅱ
の
内
容
が
把
握
で
き
て
い
れ
ば
、
選
択
肢
の
内
容
が
、
郁
離
子
の
述
べ
た
内

容
に
合
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
吟
味
す
れ
ば
よ
い
。
正
解
は
右
の
内
容
を
的
確
に

表
し
て
い
る
①
で
あ
る
。 

 

（
平
成
三
一
年
一
月
一
五
日
） 

        

    

 

第
一
学
習
社 

広
島
本
社 

広
島
市
西
区
横
川
新
町
七
番
一
四
号 

Ｔ
Ｅ
Ｌ 

〇
八
二-

二
三
四-

六
八
〇
〇 

本
分
析
資
料
の
ほ
か
、
他
教
科
・ 

他
科
目
の
分
析
資
料
（
Ｐ
Ｄ
Ｆ
） 

も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。 

 

【
お
詫
び
と
訂
正
】 

７
ペ
ー
ジ
「
第
３
問 

文
学
的
文
章
」
の
二
冊
の
出
典
を
「
新
潮
社
」
と
し
て
お

り
ま
し
た
が
、
正
し
く
は
「
思
潮
社
」
で
し
た
。
お
詫
び
し
て
訂
正
い
た
し
ま
す
。 

（
令
和
元
年
八
月
二
〇
日
） 


