
令
和
３
年
度 

入
学
試
験
問
題 

   

国    

語           

（
50
分
） 

 

  
１ 

こ
の
問
題
用
紙
は
、
試
験
開
始
の
合
図
で
開
く
こ
と
。 

 

２ 
問
題
用
紙
お
よ
び
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
・
氏
名
を
記
入 

 
 
 

す
る
こ
と
。 

 

３ 

答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
。 
 

４ 

字
数
制
限
の
あ
る
場
合
は
、
特
別
な
指
示
が
な
い
限
り
、 

 
 
 

す
べ
て
句
読
点
や
「 

」
（ 

）
な
ど
の
記
号
を
含
ん
だ 

 
 
 

字
数
と
し
て
解
答
す
る
こ
と
。 

 

５ 

印
刷
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
申
し
出
る
こ
と
。 

 

６ 

試
験
終
了
の
合
図
で
や
め
る
こ
と
。 

 

東
京
都
市
大
学
等
々
力
高
等
学
校 

注 
 

意 

                  氏 

名 
              

受
験
番
号
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一 

次
の
―
―
線
の
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

１
、
主
君
に
恭
順
の
意
を
示
す
。 

２
、
交
通
事
故
が
漸
減
す
る
。 

３
、
彼
は
生
粋
の
江
戸
っ
子
だ
。 

４
、
交
差
点
で
は
殊
に
注
意
が
必
要
だ
。 

５
、
今
日
の
繁
栄
の
礎
を
築
い
た
偉
人
。 

６
、
条
約
を
ヒ
ジ
ュ
ン
す
る
。 

７
、
交
通
費
の
セ
イ
サ
ン
を
す
る
。 

８
、
カ
ン
キ
ュ
ウ
を
つ
け
た
展
開
で
惹
き
つ
け
る
。 

９
、
イ
チ
マ
ツ
の
不
安
が
よ
ぎ
る
。 

 

、
有
名
脚
本
家
の
ギ
キ
ョ
ク
を
上
演
す
る
。 

  

二 

―
―
線
の
言
葉
が
正
し
く
使
わ
れ
て
い
る
も
の
は
Ａ
、
そ
う
で
な
い
も
の
は
Ｂ
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
汚
名
挽
回
の
機
会
を
得
る
。 

イ
、
議
論
が
煮
詰
ま
っ
て
結
論
が
出
な
か
っ
た
。 

ウ
、
相
手
の
無
礼
な
態
度
に
我
慢
で
き
ず
色
を
な
し
た
。 

エ
、
心
の
琴
線
に
触
れ
る
音
楽
に
、
涙
を
押
さ
え
ら
れ
な
か
っ
た
。 

オ
、
自
分
の
実
力
で
は
と
て
も
役
不
足
で
務
ま
ら
な
い
。 

    

10
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三 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  

時
は
近
未
来
。
我
が
子
を
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
の
事
故
で
亡
く
し
た
「
私
」
は
、
父
親
と
し
て
の
傷
が
い
え
ず
、
公
園
に
近
寄
る
こ
と
を
意
識
的
に
避
け
て
生
き
て
き
た
。

し
か
し
、
十
五
年
後
に
足
を
向
け
た
公
園
は
、
予
想
外
の
姿
に
な
っ
て
い
た
。 

  

危
険
具
…
…
。
そ
れ
は
、
十
五
年
ほ
ど
前
に
生
み
出
さ
れ
た
言
葉
だ
っ
た
。 

 

確
か
に
昔
は
、
回
転
ジ
ャ
ン
グ
ル
ジ
ム
や
シ
ー
ソ
ー
な
ど
、
子
ど
も
が
少
し
羽
目
を
外
せ
ば
事
故
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
遊
具
が
、
何
の
注
意
書
き
も
な
く
置
い
て
あ
っ
た

し
、
擦
り
傷
や
た
ん
こ
ぶ
は
日
常
茶
飯
事
だ
っ
た
。 

 

だ
が
、
管
理
す
る
施
設
す
べ
て
に
「
責
任
」
の
所
在
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
、
リ
ス
ク
を
背
負
っ
て
ま
で
遊
具
を
存
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
①

気
概
の
あ
る
自
治
体

は
存
在
し
な
か
っ
た
。
②

あ
い
つ
い
で
「
危
険
具
」
は
撤
去
さ
れ
て
い
っ
た
。 

「
そ
れ
に
し
た
っ
て
、
砂
場
く
ら
い
あ
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
？
」 

「
砂
場
だ
っ
て
？ 

そ
ん
な
も
ん
が
あ
っ
た
ら
、
猫
が
入
り
込
ん
で
糞ふ

ん

を
す
る
じ
ゃ
ね
ぇ
か
」 

 

そ
の
砂
で
子
ど
も
を
遊
ば
せ
て
は
「
危
険
」
と
い
う
わ
け
だ
。 

 

さ
ま
ざ
ま
な
「
危
険
性
」
か
ら
、
公
園
の
遊
具
は
撤
去
さ
れ
て
い
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
危
険
が
な
く
、
安
全
に
暮
ら
せ
る
こ
と
は
、
現
代
社
会
の
理
想
で
あ
る
。
だ
が
、

す
べ
て
の
「
危
険
性
」
を
排
除
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
人
は
誰
も
、
家
か
ら
一
歩
も
出
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。 

「
危
険
具
が
無
く
な
っ
て
以
来
、
こ
の
公
園
は
実
に
十
四
年
間
、
無
事
故
記
録
を
更
新
し
て
い
る
ん
だ
」 

 

管
理
人
は
、
そ
う
言
っ
て
胸
を
張
っ
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
③

高
架
化
し
た
鉄
道
で
踏
切
事
故
が
発
生
し
な
い
よ
う
な
も
の
で
、
誇
る
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。 

「
遊
具
…
…
危
険
具
は
さ
て
お
き
、
木
の
一
本
も
無
い
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
？
」 

 

季
節
は
、
春
か
ら
夏
へ
と
移
ろ
う
頃
で
、
午
後
の
日
差
し
は
き
つ
い
。 

 

公
園
は
、
子
ど
も
の
遊
び
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
憩
い
の
場
で
も
あ
っ
た
は
ず
だ
。
こ
れ
で
は
、
木
陰
で
ほ
っ
と
一
息
を
つ
く
こ
と
も
、
葉
風
を
感
じ
る
こ
と
も
で
き
な

い
。 

「
セ
ミ
だ
よ
」 

「
セ
ミ
？
」 

「
セ
ミ
が
う
る
さ
い
っ
て
苦
情
が
周
辺
住
民
か
ら
来
て
な
。
特
に
昔
は
公
園
に
ゃ
街
灯
が
あ
っ
て
、
夜
も
明
る
か
っ
た
も
ん
だ
か
ら
、
一
晩
中
セ
ミ
が
鳴
い
て
い
た
ん
だ
よ
」 

 

繁
華
街
の
夏
の
公
園
で
は
、
か
つ
て
は
珍
し
く
も
な
い
光
景
だ
っ
た
。
そ
の
騒
が
し
さ
も
含
め
て
、
夏
の  
Ａ 

 
だ
っ
た
の
だ
。 
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「
そ
の
頃
は
、
二
十
メ
ー
ト
ル
も
あ
る
長
い
棒
を
持
っ
て
な
、
セ
ミ
が
公
園
の
木
に
止
ま
っ
た
と
い
っ
ち
ゃ
、
追
い
払
っ
て
た
も
ん
さ
」 

 

管
理
人
の
男
は
、
な
ぎ
な
た
で
も
振
り
回
す
よ
う
な
恰
好
で
、
当
時
の
様
子
を
得
意
げ
に
振
り
返
っ
て
い
た
。 

「
と
は
い
っ
て
も
、
全
部
の
セ
ミ
を
追
い
払
え
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
し
、
管
理
人
が
一
日
中
セ
ミ
を
追
い
か
け
ま
わ
す
っ
て
わ
け
に
も
い
か
な
い
か
ら
な
。
そ
の
う
ち
ど
こ
の

公
園
も
、
木
を
植
え
な
い
っ
て
こ
と
に
な
っ
た
の
さ
」 

 

遊
具
に
続
い
て
樹
木
も
撤
去
さ
れ
た
公
園
は
、
人
々
の
「
憩
い
の
場
」
と
し
て
の
機
能
も
失
っ
て
し
ま
っ
た
。 

「
ベ
ン
チ
も
無
い
ん
で
す
ね
」 

 

営
業
回
り
に
疲
れ
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
や
、
散
歩
の
途
中
の
老
人
た
ち
に
と
っ
て
、
④

な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
の
は
ず
な
の
に
。 

（
中
略
） 

 

そ
し
て
、
不
審
者
対
策
と
し
て
フ
ェ
ン
ス
で
囲
ま
れ
、
夜
は
施
錠
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
街
灯
も
必
要
で
は
な
く
な
っ
た
。
遊
具
（
危
険
具
）、
樹
木
、
ベ
ン
チ
、

街
灯
と
、
引
き
は
が
さ
れ
る
よ
う
に
撤
去
さ
れ
て
い
っ
た
公
園
は
、
単
に
芝
生
が
植
え
ら
れ
た
だ
け
の
空
間
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。 

「
こ
の
公
園
は
、
こ
の
国
に
た
っ
た
一
つ
だ
け
残
っ
た
、
貴
重
な
公
園
な
ん
だ
」 

 

管
理
人
は
胸
を
張
る
が
、
そ
れ
は
、「
残
さ
れ
た
」
の
で
は
な
く
、
た
ま
た
ま
残
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
だ
け
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
。
多
く
の
市
が
財
政
破
綻
の
危
機
を

迎
え
、
緊
縮
財
政
に
陥
る
中
、
⑤「

公
園
」
は
聖
域
で
は
な
く
な
っ
た
。
大
規
模
工
業
地
帯
を
抱
え
る
こ
の
市
は
、
財
政
状
況
に
比
較
的
ゆ
と
り
が
あ
っ
て
、「
公
園
」
が
削

減
の
矢
面
に
立
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
と
い
う
だ
け
の
こ
と
に
違
い
な
い
。
雨
上
が
り
に
地
面
に
残
っ
た
水
た
ま
り
の
よ
う
な
、
い
ず
れ
消
え
て
し
ま
う
こ
と
を
運
命
づ
け
ら

れ
た
存
在
だ
っ
た
。 

「
入
っ
て
も
い
い
で
す
か
？
」 

「
な
ん
だ
と
？
」 

 

管
理
人
は
、
思
い
が
け
な
い
こ
と
を
聞
い
た
表
情
で
、
顔
を
上
げ
た
。 

「
あ
…
…
あ
ん
た
、
公
園
に
入
る
気
か
？
」 

 

ま
だ
半
信
半
疑
の
声
で
、
管
理
人
は
私
に
念
押
し
す
る
。 

「
え
え
、
い
け
ま
せ
ん
か
？
」 

「
い
…
…
い
や
、
そ
り
ゃ
あ
公
園
は
誰
に
で
も
自
由
に
開
か
れ
た
場
所
だ
か
ら
、
入
っ
ち
ゃ
い
け
ね
え
っ
て
わ
け
は
ね
え
が
」 

 

男
は
、
今
ま
で
の
横
柄
な
態
度
は
ど
こ
へ
や
ら
、
⑥

急
に
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
っ
た
。 

「
ち
ょ
、
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
く
れ
よ
。
何
し
ろ
、
前
回
の
利
用
者
が
入
っ
て
か
ら
、
三
年
も
経
っ
ち
ま
っ
て
る
か
ら
な
」 

 

男
は
小
さ
な
プ
レ
ハ
ブ
小
屋
に
入
る
と
、
古
び
た
書
類
整
理
棚
を
引
っ 

か

き
回
し
て
い
た
。 
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「
あ
あ
、
こ
れ
だ
こ
れ
だ
。
あ
ん
た
、
コ
イ
ツ
を
確
認
し
て
く
ん
な
」 

 

看
板
と
同
じ
だ
け
の
禁
止
事
項
が
書
か
れ
た
確
認
書
類
だ
っ
た
。
三
枚
複
写
式
に
な
っ
て
い
る
。
私
は
、
禁
止
事
項
の
一
つ
一
つ
に
確
認
の
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
て
い
き
、

身
分
証
明
書
と
共
に
提
出
し
た
。
男
は
プ
レ
ハ
ブ
小
屋
の
中
に
戻
っ
て
、
書
類
を
何
度
も
確
認
し
て
い
た
。 

「
よ
し
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
次
は
誓
約
書
だ
」 

 

男
は
、
別
の
引
出
し
か
ら
、
違
う
書
類
を
取
り
出
し
た
。 

「
自
由
で
開
か
れ
た
場
所
に
入
る
の
に
、
誓
約
書
が
必
要
な
ん
で
す
か
？
」 

「
自
由
で
開
か
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
考
え
る
『
自
由
』
っ
て
や
つ
を
振
り
か
ざ
し
て
勝
手
気
ま
ま
に
振
る
舞
っ
た
ら
、
衝
突
し
ち
ま
う
だ
ろ
う
？ 

事
故
が

起
き
な
い
よ
う
に
、
車
に
乗
る
時
は
、
誰
も
が
交
通
規
則
を
守
る
。
そ
れ
は
公
園
も
同
じ
っ
て
こ
と
さ
」 

 

そ
れ
は
す
で
に
「
自
由
」
と
い
う
言
葉
の
概
念
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
た
が
、
私
が
今
さ
ら
ど
う
こ
う
言
っ
て
も
始
ま
ら
な
い
。
感
情
を
押
し
殺
す
よ
う
に
し

て
、
私
は
誓
約
書
に
署
名
し
た
。 

「
こ
れ
で
い
い
で
す
か
？
」 

「
待
て
待
て
、
最
後
に
荷
物
の
チ
ェ
ッ
ク
だ
」 

「
危
険
物
は
持
っ
て
い
ま
せ
ん
よ
」 

「
規
則
だ
か
ら
な
。
従
わ
な
き
ゃ
入
れ
な
い
ぞ
。
鞄
の
中
を
見
せ
る
ん
だ
」 

 

有
無
を
言
わ
さ
ず
、
男
は
私
の
鞄
に
手
を
か
け
て
、
蓋
を
開
け
た
。
ま
あ
、
見
ら
れ
て
困
る
も
の
な
ど
入
っ
て
い
な
い
し
、
危
険
物
な
ど
も
っ
て
の
ほ
か
だ
。 

「
ほ
ら
あ
っ
た
。
あ
ん
た
、
こ
れ
は
持
ち
込
め
な
い
ん
だ
。
こ
こ
に
一
時
的
に
預
け
て
も
ら
う
ぞ
」 

「
電
話
で
す
か
？ 

構
い
ま
せ
ん
が
、
ど
う
し
て
危
険
物
で
も
な
い
電
話
が
規
制
さ
れ
る
の
で
す
か
？
」 

「
あ
れ
だ
よ
、
心
臓
の
ペ
ー
ス
メ
ー
カ
ー
に
負
担
が
か
か
る
っ
て
い
う
」 

「
今
は
電
車
の
優
先
席
付
近
で
も
、
そ
う
し
た
規
制
は
無
く
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
が
…
…
」 

 

ケ
ー
タ
イ
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
そ
し
て
通
信
方
法
が
一
新
さ
れ
た
「
ハ
ン
デ
ィ
」
の
時
代
が
到
来
し
、
そ
う
し
た
懸
念
は
完
全
に
払
拭
さ
れ
た
。
今
で
は
電
車
の
優

先
席
の
目
の
前
で
ハ
ン
デ
ィ
を
操
作
し
て
い
て
も
、
誰
も
文
句
は
言
わ
な
い
。 

「
携
帯
電
話
の
初
期
の
頃
の
基
準
で
決
め
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
以
来
、
変
わ
っ
て
い
な
い
か
ら
な
。
ま
あ
、
⑦

規
則
は
規
則
だ
か
ら
。
俺
は
そ
の
通
り
に
す
る
し
か
な
い
ん

で
な
」 

「
わ
か
り
ま
し
た
」 

 

誰
も
遊
ん
で
い
な
い
空
間
で
、
事
故
が
起
き
る
は
ず
も
な
か
っ
た
が
、
私
は
ハ
ン
デ
ィ
を
管
理
人
に
預
け
た
。 
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「
よ
し
、
他
は
何
も
な
い
よ
う
だ
な
…
…
」 

 

そ
う
言
い
な
が
ら
も
、
彼
は
、
な
か
な
か
「
許
可
」
の
印
鑑
を
押
さ
な
い
。 

「
も
う
、
入
っ
て
も
い
い
で
す
か
？
」 

「
え
え
っ
と
、
待
っ
て
く
れ
よ
。
こ
れ
で
手
続
き
は
全
部
終
わ
っ
た
は
ず
だ
よ
な
…
…
」 

 

何
し
ろ
数
年
ぶ
り
の
「
利
用
者
」
な
の
だ
。
彼
が
手
順
を
確
認
し
て
し
ま
う
の
も
、
無
理
は
な
い
だ
ろ
う
。 

「
よ
、
よ
し
…
…
。
そ
れ
じ
ゃ
あ
、
鍵
を
開
け
る
ぞ
」 

 

鍵
を
開
け
て
も
ら
い
、
私
は
よ
う
や
く
、「
公
園
」
の
中
に
一
歩
を
踏
み
入
れ
た
。 

 

フ
ェ
ン
ス
に
囲
ま
れ
た
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
コ
ー
ト
ほ
ど
の
空
間
は
、
外
か
ら
見
て
い
た
通
り
、
地
面
と
芝
生
以
外
に
は
何
も
な
く
、
入
っ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
何
か
が
変
わ

る
わ
け
で
も
な
い
し
、
新
た
な
発
見
が
あ
る
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。 

 

そ
れ
で
も
私
は
、
公
園
を
「
利
用
」
す
べ
く
歩
い
て
、
中
央
に
立
っ
た
。 

 

た
だ
一
人
、
⑧

立
ち
尽
く
す
し
か
な
い
。 

 

だ
が
そ
れ
が
、
今
の
公
園
の
正
し
い
使
い
方
で
も
あ
っ
た
。 

 

走
る
こ
と
も
、
座
り
込
む
こ
と
も
、
誰
か
と
話
す
こ
と
も
禁
じ
ら
れ
た
公
園
で
、
架
空
の
前
衛
芸
術
作
品
を
前
に
し
た
よ
う
に
、
私
は
立
ち
尽
く
す
。 

「
自
由
で
開
か
れ
た
場
所
」
で
あ
る
こ
と
を
求
め
ら
れ
続
け
た
結
果
、「
不
自
由
で
閉
ざ
さ
れ
た
場
所
」
へ
と
行
き
着
い
た
公
園
か
ら
、
本
来
の
主
役
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
の

姿
は
消
え
去
っ
た
。 

（
三
崎 

亜
記
「
公
園
」
よ
り
） 

  

問 

一
、
―
―
線
①
「
気
概
の
あ
る
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
相
手
に
ひ
け
を
と
ら
な
い
経
済
力
が
あ
る
。 

イ
、
他
者
を
だ
し
ぬ
く
狡
猾
さ
が
あ
る
。 

ウ
、
冷
静
に
物
事
を
判
断
す
る
力
が
あ
る
。 

エ
、
困
難
に
く
じ
け
な
い
強
い
精
神
力
が
あ
る
。 
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問 

二
、
―
―
線
②
「
あ
い
つ
い
で
『
危
険
具
』
は
撤
去
さ
れ
て
い
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
社
会
で
最
も
大
切
と
さ
れ
て
い
た
理
念
は
何
で
す
か
。
文
章
中
か
ら
十

五
字
で
探
し
、
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 
問 
三
、
―
―
線
③
「
高
架
化
し
た
鉄
道
で
踏
切
事
故
が
発
生
し
な
い
よ
う
な
も
の
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
た
と
え
た
も
の
で
す
か
。
最
も
適
当

な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
ア
、
シ
ス
テ
ム
が
発
達
し
て
安
全
で
あ
る
こ
と
。 

イ
、
危
険
が
迫
っ
て
お
ら
ず
安
全
で
あ
る
こ
と
。 

ウ
、
起
き
る
可
能
性
が
全
く
な
い
こ
と
。 

エ
、
起
き
る
可
能
性
が
と
て
も
低
い
こ
と
。 

 

問 

四
、 

Ａ 
 

に
あ
て
は
ま
る
「
あ
る
季
節
に
特
有
の
情
景
」
を
表
す
言
葉
を
考
え
、
漢
字
三
字
で
答
え
な
さ
い
。 

 

問 

五
、
―
―
線
④
「
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ベ
ン
チ
を
含
め
、
公
園
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
」
な
の
で
す
か
。
そ

の
こ
と
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
る
部
分
を
、
文
章
中
か
ら
十
三
字
と
八
字
で
探
し
、
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

問 

六
、
―
―
線
⑤
「『
公
園
』
は
聖
域
で
は
な
く
な
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
適
当
．
．
で
な
い

．
．
．
も
の
．
．
を
次
か
ら
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
気
軽
に
訪
れ
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
心
の
よ
り
所
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

イ
、
足
を
向
け
れ
ば
癒
し
を
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
特
別
な
場
所
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

ウ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
目
的
を
持
っ
て
訪
れ
た
く
な
る
よ
う
な
空
間
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。 

エ
、
十
分
な
予
算
が
配
分
さ
れ
る
よ
う
な
特
別
扱
い
す
る
対
象
で
は
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。 
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問 

七
、
―
―
線
⑥
「
急
に
し
ど
ろ
も
ど
ろ
に
な
っ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
男
」
が
こ
の
よ
う
な
反
応
を
見
せ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の

．
．
．
．
．
．
．

を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
久
し
ぶ
り
の
入
園
者
に
、
ど
の
よ
う
な
手
続
き
を
す
べ
き
か
す
ぐ
に
思
い
出
せ
ず
、
不
安
に
な
っ
て
き
た
か
ら
。 

 

イ
、
見
知
ら
ぬ
訪
問
者
が
、
何
も
な
い
公
園
で
い
っ
た
い
何
を
し
で
か
す
の
か
見
当
も
つ
か
ず
、
心
配
に
な
っ
て
き
た
か
ら
。 

ウ
、
久
し
ぶ
り
の
入
園
者
に
対
し
て
、
面
倒
な
手
続
き
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
、
苦
痛
で
仕
方
な
く
な
っ
た
か
ら
。 

 
エ
、
見
知
ら
ぬ
訪
問
者
が
、
こ
の
公
園
に
対
し
て
思
い
が
け
な
い
要
望
を
口
に
し
た
こ
と
に
、
心
の
底
か
ら
驚
い
た
か
ら
。 

 

問 

八
、
こ
の
文
章
で
「
管
理
人
」
は
「
自
由
」
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
ま
す
か
。
文
章
中
の
言
葉
を
使
っ
て
四
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。 

 

問 

九
、
―
―
線
⑦
「
規
則
は
規
則
だ
か
ら
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
「
管
理
人
」
の
姿
勢
を
四
字
熟
語
で
考
え
て
答
え
な
さ
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

問 

十
、
―
―
線
⑧
「
立
ち
尽
く
す
し
か
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
「
私
」
の
気
持
ち
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の

．
．
．
．
．
．
．
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答

え
な
さ
い
。 

 

ア
、
公
園
に
入
っ
て
も
、
な
す
す
べ
の
な
い
自
分
に
対
し
て
、
や
り
き
れ
な
い
気
持
ち
。 

イ
、
公
園
に
入
っ
て
も
、
す
る
こ
と
も
居
場
所
も
な
い
こ
と
に
対
し
て
、
途
方
に
暮
れ
る
気
持
ち
。 

ウ
、
あ
ま
り
に
も
変
わ
り
果
て
た
公
園
に
、
た
と
え
よ
う
の
な
い
衝
撃
を
受
け
る
気
持
ち
。 

エ
、
あ
ま
り
に
も
機
能
を
失
っ
た
公
園
に
、
存
在
価
値
を
見
出
せ
ず
悲
嘆
に
暮
れ
る
気
持
ち
。 
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四 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

  

今
日
一
日
の
中
で
、
①

何
か
を
「
結
ん
だ
」
あ
る
い
は
「
縛
っ
た
」
で
あ
ろ
う
か
。 

 
資
源
ゴ
ミ
を
出
す
た
め
に
雑
誌
を
重
ね
て
紐
で
結
ん
だ
。
そ
れ
以
外
に
は
？ 

靴
紐
を
結
ぶ
。
そ
し
て
？ 

も
う
な
い
。 

Ａ 
 

そ
の
よ
う
な
行
為
も
週
に
一
度
ぐ
ら
い

か
も
知
れ
な
い
。 

 

つ
い
最
近
ま
で
あ
っ
た
新
聞
紙
を
重
ね
て
紐
で
縛
る
と
い
う
作
業
は
、
新
聞
紙
の
回
収
が
袋
の
使
用
に
な
っ
た
た
め
に
な
く
な
っ
た
。
小
包
を
出
す
時
に
紐
で
結
ぶ
こ
と

も
、
宅
配
便
袋
や
段
ボ
ー
ル
箱
に
な
っ
た
た
め
ガ
ム
テ
ー
プ
が
と
っ
て
代
わ
っ
た
。
寝
間
着
は
浴
衣
な
ら
紐
で
結
ぶ
が
パ
ジ
ャ
マ
な
ら
結
ば
な
い
。
裁
縫
を
し
な
け
れ
ば
、

糸
の
端
を
結
ぶ
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
も
は
や
肉
を
竹
の
皮
で
包
む
こ
と
も
な
い
か
ら
、
竹
の
紐
を
結
ん
だ
り
解
い
た
り
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
茶
の
湯
の
稽
古
で
も
し
な

い
限
り
、
茶
碗
の
箱
の
紐
や
掛
け
軸
の
紐
や
仕
覆

し
ふ
く

の
紐
を
結
ん
だ
り
解
い
た
り
す
る
こ
と
も
な
い
。
も
ち
ろ
ん
着
物
は
た
く
さ
ん
の
紐
を
使
う
が
、
着
物
を
着
な
け
れ
ば
ま

っ
た
く
使
わ
な
い
し
、
着
付
け
教
室
推
奨
の
様
々
な
器
具
を
使
え
ば
紐
は
結
ば
な
い
。 

 

ち
な
み
に
、
茶
を
た
て
て
供
す
る
だ
け
で
も
、
複
数
の
箱
の
紐
、
掛
け
軸
の
紐
、
複
数
の
仕
覆
の
紐
、
着
物
に
関
す
る
紐
な
ど
、
十
数
本
の
紐
を
結
ん
だ
り
解
い
た
り
す

る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
現
代
の
日
常
生
活
に
か
か
わ
っ
て
い
な
い
。
葬
式
や
結
婚
式
に
列
席
す
る
に
も
、
水
引
は
印
刷
さ
れ
て
い
る
か
す
で
に
袋
に
固
定
さ

れ
て
売
っ
て
い
る
た
め
、
ほ
と
ん
ど
の
人
は
自
分
で
水
引
を
結
う
経
験
を
し
な
い
。
唯
一
の
例
外
は
ネ
ク
タ
イ
か
も
知
れ
な
い
。
失
っ
た
「
結
び
」
の
生
活
は
ネ
ク
タ
イ
の

中
に
か
ろ
う
じ
て
残
っ
て
い
る
の
だ
が
、 

Ｂ 
 

こ
れ
は
今
言
っ
て
い
る
「
結
び
」
と
は
異
な
る
。
ネ
ク
タ
イ
が
結
べ
た
か
ら
と
い
っ
て
他
の
結
び
が
う
ま
く
は
な
ら
な
い

の
だ
。
女
子
校
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
マ
ニ
ッ
シ
ュ

（注
２
）

な
制
服
だ
っ
た
た
め
、
私
は
一
〇
代
の
六
年
間
毎
朝
制
服
の
ネ
ク
タ
イ
を
結
ん
で
い
た
。 

Ｃ 
 

そ
れ
に
よ
っ
て

着
物
の
紐
結
び
が
う
ま
く
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
。
②「

結
び
」
は
私
た
ち
の
身
体
か
ら
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
い
っ
た
い
ど
の
く
ら
い
、
ど
の
よ
う
な
「
結

ぶ
」
行
為
が
生
活
か
ら
消
え
去
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。 

 

衣
類
で
言
え
ば
ま
ず
腰
巻
き
。
こ
れ
に
は
紐
が
つ
い
て
い
る
場
合
と
つ
い
て
い
な
い
場
合
と
が
あ
る
が
、
ど
ち
ら
に
し
て
も
布
ま
た
は
紐
を
結
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て

腰
の
ま
わ
り
に
巻
く
こ
と
が
で
き
る
。
女
は
腰
巻
き
で
男
は
下
帯

ふ
ん
ど
し

で
あ
る
が
、
下
帯
は
ふ
つ
う
に
使
わ
れ
る
越
中

（注
３
）

で
あ
れ
ば
や
は
り
、
紐
で
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。
そ
の
上
に

蹴
出

け

だ

し
。
こ
れ
も
巻
い
て
結
ぶ
。
以
上
の
よ
う
な
下
ば
き
は
、
洋
装
で
は
す
べ
て
ゴ
ム
紐
に
な
る
。 

 

汗
取
り
や
長
襦
袢

な
が
じ
ゅ
ば
ん

は
ウ
エ
ス
ト
の
と
こ
ろ
で
紐
で
結
ぶ
。
襦
袢
は
衿え

り

が
動
か
な
い
よ
う
、
高
め
の
位
置
に
も
う
一
本
伊
達

だ

て

締じ

め
を
使
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
れ
ら
下
着
に

あ
た
る
も
の
は
、
洋
装
で
は
か
ぶ
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
る
た
め
紐
は
使
わ
な
い
。
着
物
は
か
つ
て
重
ね
着
し
た
。
そ
の
一
枚
ご
と
に
最
低
一
本
の
紐
が
使
わ
れ
る
が
、
女

性
用
の
長
い
丈
の
着
物
で
あ
れ
ば
、
腰
紐
、
お
は
し
ょ
り

（注
７
）

紐
、
お
は
し
ょ
り
が
長
過
ぎ
る
場
合
に
そ
れ
を
畳
ん
で
お
く
た
め
の
紐
、
衿
が
は
だ
け
な
い
よ
う
高
め
の
位
置
で

縛
る
伊
達
締
め
な
ど
四
本
の
紐
を
必
要
と
す
る
。
そ
の
上
に
帯
を
締
め
る
。
帯
に
は
帯
締
め
、
帯
揚
げ
が
必
要
で
、
帯
と
合
わ
せ
て
三
本
の
紐
状
の
も
の
を
必
要
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
勘
定
し
て
み
る
と
、
着
物
の
場
合
、
一
二
本
の
紐
な
い
し
は
紐
状
の
も
の
を
、
そ
の
都
度
結
ん
で
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
上
に
羽
織
り
を
着
る
と
さ
ら
に
羽

（
注
１
）

（
注
４
） 

（
注
５
） 

（
注
６
）
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織
紐
を
結
ぶ
こ
と
に
な
る
。 

 

釘
と
接
着
剤
が
建
築
を
変
え
た
よ
う
に
、
チ
ャ
ッ
ク
、
ボ
タ
ン
、
ス
ナ
ッ
プ
ボ
タ
ン
、
ホ
ッ
ク
、
テ
ー
プ
、
金
具
付
き
ベ
ル
ト
が
、
紐
や
縄
や
「
結
ぶ
」
と
い
う
行
為
を

な
く
し
た
。
一
六
世
紀
に
は
日
本
に
西
欧
の
シ
ャ
ツ
と
ズ
ボ
ン
が
す
で
に
あ
っ
て
、
ボ
タ
ン
は
使
わ
れ
て
い
た
。 

Ｄ 
 

長
続
き
は
し
な
か
っ
た
。 

 
結
ぶ
、
縛
る
、
と
い
う
行
為
は
、
離
れ
ば
な
れ
の
二
つ
の
も
の
を
付
着
し
ひ
と
つ
に
す
る
た
め
に
あ
る
。
こ
れ
を
金
属
や
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
で
短
時
間
に
付
け
る
こ
と
は
、

「
時
間
」
と
「
手
間
」
を
省
い
た
こ
と
に
な
る
。
結
ん
だ
り
縛
っ
た
り
す
る
行
為
は
時
間
と
手
間
と
技
能
と
力
を
必
要
と
す
る
の
だ
。
登
山
を
す
る
人
は
ザ
イ
ル
を
結
ぶ
た

め
に
特
殊
な
結
ぶ
技
術
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
い
う
。
登
山
や
冒
険
は
手
間
を
か
け
る
こ
と
に
こ
そ
目
的
が
あ
り
、
そ
の
中
で  

１ 
 

と
は
異
な
る
身
体
と
精
神
の
使
い
方

を
す
る
こ
と
に
目
的
が
あ
る
。
今
や
こ
の
よ
う
な
行
為
の
中
に
し
か
、「
結
ぶ
」「
縛
る
」
は
存
在
し
な
い
。
私
は
着
物
を
着
る
こ
と
を
通
し
て
紐
や
帯
を
結
ぶ
よ
う
に
な
っ

た
が
、
で
き
る
よ
う
に
な
る
ま
で
に
は
修
練
を
要
し
た
。
手
は
背
後
に
ま
わ
し
た
り
縦
横
に
動
か
し
た
り
、
ふ
だ
ん
と
異
な
る
動
き
を
す
る
の
で
あ
る
。
着
物
は
今
や
登
山

や
茶
の
湯
と
同
じ
で
、
手
間
と
時
間
を
か
け
て
不
便
の
中
で
修
練
す
る
の
で
な
け
れ
ば
着
ら
れ
な
い
。 

２ 
 

の
中
に
位
置
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

「
結
ぶ
」
と
い
う
言
葉
は
か
つ
て
「
解
く
」
と
い
う
言
葉
と
対
に
な
っ
て
い
た
。 

（
中
略
） 

紐
は
「
緒
」
で
あ
っ
た
。
緒
は
糸
を
縒よ

り
合
わ
せ
て
長
く
の
び
て
い
く
も
の
な
の
で
、「
生
命
」
を
意
味
し
た
。「
ひ
も
」
と
い
う
音
の
語
源
は
「
ひ
め
（
女
性
）
の
緒
」

で
あ
ろ
う
と
い
う
説
も
あ
る
。「
ひ
（
霊
）」
も
「
緒
」
も
生
命
で
あ
る
。『
万
葉
集
』
に
頻
出
す
る
紐
の
歌
は
、
単
に
恋
の
歌
な
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
彼
ら
に
と
っ
て
も

っ
と
現
実
的
で
実
体
的
な
「
魂
の
存
在
」
が
か
か
わ
っ
て
い
る
。
恋
は
観
念
で
は
な
く
、
身
体
で
あ
り
性
で
あ
り
生
命
で
あ
り
運
命
で
あ
っ
た
。 

「
③

袖
ひ
ぢ
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
ん
」
―
―
こ
れ
は
『
古
今
和
歌
集
』
に
あ
る
紀
貫
之

き
の
つ
ら
ゆ
き

の
よ
く
知
ら
れ
た
歌
で
あ
る
。
光
が
乱
反

射
し
、
そ
の
中
を
急
速
に
時
間
が
流
れ
る
じ
つ
に
美
し
い
歌
だ
。「
結
ぶ
」「
解
く
」
と
い
う
言
葉
は
も
は
や
、『
万
葉
集
』
の
時
の
よ
う
に
恋
と
性
と
笑
い
と
情
熱
の
歌
を
作

る
要
素
で
は
な
い
。「
結
ぶ
」
の
は
紐
で
は
な
く
手
の
ひ
ら
で
あ
る
。
手
の
ひ
ら
に
す
く
っ
た
透
明
な
水
が
一
瞬
の
う
ち
に
氷
る
、
そ
こ
に
春
風
が
吹
き
、
春
の
光
の
中
で
瞬

く
間
に
融
け
、
指
の
あ
い
だ
か
ら
こ
ぼ
れ
て
ゆ
く
。
そ
こ
に
は
、
ひ
と
と
き
と
て
と
ど
ま
る
こ
と
の
な
い
絶
え
ざ
る
変
化
が
あ
る
。
な
か
な
か
解
け
な
か
っ
た
、
ま
た
め
っ

た
に
解
い
て
は
い
け
な
か
っ
た
「
結
び
」
は
、
時
間
の
推
移
と
と
も
に
あ
っ
け
な
く
も
解
け
て
し
ま
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
美
し
い
の
だ
と
い
う
美
意
識
が
こ
こ
に
は

確
立
し
て
い
る
。「
結
ぶ
」「
解
く
」
と
い
う
言
葉
だ
け
で
、
④

こ
う
も
異
な
る
美
意
識
を
、
歌
の
言
葉
は
発
見
し
て
き
た
。 

「
⑤

草
枕
結
び
さ
だ
め
ん
か
た
し
ら
ず
な
ら
は
ぬ
野
べ
の
夢
の
か
よ
ひ
ぢ
」
―
―
こ
れ
は
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
藤

原

雅

経

ふ
じ
わ
ら
の
ま
さ
つ
ね

の
歌
で
あ
る
。
こ
こ
で
結
ぶ
の
は
枕
で
あ
り
、

そ
の
枕
も
な
か
な
か
置
き
所
を
定
め
ら
れ
な
い
。
し
か
も
夢
の
中
で
、
あ
る
い
は
夢
を
夢
見
て
（
願
望
し
て
）。
こ
の
時
代
、「
結
ぶ
」
と
い
う
言
葉
は
水
を
手
に
結
ぶ
だ
け

で
な
く
、
枕
を
結
ぶ
（
同
じ
意
味
で
草
を
結
ぶ
）、
露
を
結
ぶ
、
夢
を
結
ぶ
、
氷
を
結
ぶ
、
と
い
う
情
景
の
中
で
使
わ
れ
た
。
移
動
す
る
、
変
化
す
る
、
消
え
行
く
も
の
ば
か

り
だ
。「
結
び
」
は
ま
す
ま
す
は
か
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
が
、
そ
れ
は
ま
た
、
そ
の
は
か
な
さ
、
そ
の
無
意
味
さ
が
美
し
い
と
考
え
る
時
代
の
出
現
で
あ
っ
た
。
無
意

味
な
形
、
そ
こ
に
至
る
過
程
を
⑥「

形
骸
化
」
と
も
い
う
が
「
様
式
化
」
と
も
い
う
。
様
式
は
無
駄
な
も
の
で
は
な
い
。
文
化
の
歴
史
上
で
は
、
様
式
に
の
っ
と
っ
て
は
じ
め

け
い
が
い
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て
、
日
常
生
活
の
中
に
日
常
の
彼
方
の
も
の
が
呼
び
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。「
結
び
」
は
そ
の
た
め
の
道
具
と
な
っ
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
田
中 

優
子
「
布
の
ち
か
ら 

江
戸
か
ら
現
在
へ
」
よ
り
） 

 
（
注
１
）「
仕
覆
」
…
…
…
…
…
茶
を
入
れ
て
お
く
た
め
の
容
器
を
入
れ
る
袋
。 

（
注
２
）「
マ
ニ
ッ
シ
ュ
」
…
…
女
性
の
服
装
な
ど
が
、
男
性
的
で
あ
る
さ
ま
。 

（
注
３
）「
越
中
」
…
…
…
…
…
越
中
ふ
ん
ど
し
の
こ
と
。
長
さ
一
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
小
幅
の
布
の
一
端
に
紐
を
つ
け
た
ふ
ん
ど
し
。 

（
注
４
）「
蹴
出
し
」
…
…
…
…
和
装
で
、
女
性
が
腰
巻
の
上
に
重
ね
て
つ
け
る
布
。
裾
よ
け
。 

（
注
５
）「
長
襦
袢
」
…
…
…
…
着
物
用
の
下
着
で
、
着
物
と
同
じ
長
さ
の
も
の
。 

（
注
６
）「
伊
達
締
め
」
…
…
…
着
崩
れ
を
防
ぐ
た
め
、
帯
の
下
に
締
め
る
細
帯
。 

（
注
７
）「
お
は
し
ょ
り
」
…
…
女
性
の
着
物
で
、
着
丈
よ
り
長
い
部
分
を
腰
の
辺
り
で
紐
で
締
め
、
た
く
し
上
げ
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
部
分
。 

  

問 

一
、
―
―
線
①
「
何
か
を
『
結
ん
だ
』
あ
る
い
は
『
縛
っ
た
』
で
あ
ろ
う
か
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
結
ん
だ
」
り
「
縛
っ
た
」
り
す
る
こ
と
の
目
的
は
何
で
す
か
。
文
章

中
か
ら
一
文
で
探
し
、
最
初
の
五
字
を
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

問 

二
、 

Ａ 
 

～  

Ｄ 
 

の
う
ち
、
逆
接
の
接
続
詞
が
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の

．
．
．
．
．
．
．
．
．
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

問 

三
、
―
―
線
②
「『
結
び
』
は
私
た
ち
の
身
体
か
ら
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
結
び
」
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
茶
道
に
お
け
る
「
結
び
」
の
一
部
は
、
資
源
ゴ
ミ
や
小
包
を
出
す
際
の
「
結
び
」
と
し
て
現
在
も
残
っ
て
い
る
。 

イ
、
日
本
人
に
比
べ
、
西
洋
人
は
「
結
び
」
を
軽
視
し
て
い
る
た
め
、
洋
装
で
は
紐
を
「
結
ぶ
」
こ
と
が
あ
ま
り
な
い
。 

ウ
、
登
山
で
は
、
ザ
イ
ル
を
「
結
ぶ
」
こ
と
こ
そ
が
重
要
視
さ
れ
、
他
の
「
結
び
」
は
精
神
の
鍛
錬
の
た
め
に
行
わ
れ
る
。 

エ
、「
結
び
」
の
過
程
が
多
く
存
在
す
る
和
装
に
お
い
て
は
、「
結
ぶ
」
行
為
は
非
常
に
労
力
と
暇
を
要
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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問 

四
、 

１ 

・ 

２ 
 

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
１ 

― 

常
識 

 

２ 

― 

非
常
識 

イ
、
１ 

― 

日
常 

 

２ 

― 

非
日
常 

ウ
、
１ 

― 

自
然 

 

２ 

― 

不
自
然 

エ
、
１ 

― 

自
由 

 

２ 

― 

不
自
由 

 

問 

五
、
―
―
線
③
「
袖
ひ
ぢ
て
む
す
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
け
ふ
の
風
や
と
く
ら
ん
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
和
歌
に
お
い
て
「
結
ぶ
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で

使
わ
れ
て
い
ま
す
か
。
文
章
中
か
ら
五
字
以
上
十
字
以
内
で
探
し
、
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

問 

六
、
文
章
中
の
『
万
葉
集
』
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の

．
．
．
．
．
．
．
を
次
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、「
緒
」
を
意
味
す
る
紐
は
、「
生
命
」
を
表
し
て
い
た
。 

イ
、
紐
の
歌
は
、
理
想
的
な
恋
を
表
現
し
て
い
た
。 

ウ
、
恋
の
歌
は
、
具
体
的
な
存
在
と
か
か
わ
っ
て
い
た
。 

エ
、
歌
は
、「
結
ぶ
」「
解
く
」
と
か
か
わ
っ
て
い
た
。 

 

問 

七
、
―
―
線
④
「
こ
う
も
異
な
る
美
意
識
を
、
歌
の
言
葉
は
発
見
し
て
き
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、『
古
今
和
歌
集
』
に
お
け
る
「
美
意
識
」
は
ど
の
よ
う
な
考
え
方
で
す

か
。
文
章
中
の
言
葉
を
使
っ
て
、
四
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。 
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問 

八
、
―
―
線
⑤
「
草
枕
結
び
さ
だ
め
ん
か
た
し
ら
ず
な
ら
は
ぬ
野
べ
の
夢
の
か
よ
ひ
ぢ
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
移
動
が
多
い
旅
の
せ
い
か
、
寝
る
時
に
つ
い
枕
を
探
し
て
し
ま
う
。
初
め
て
訪
れ
た
野
辺
で
あ
る
が
、
夢
の
中
は
草
を
結
ん
だ
枕
で
は
な
く
、
慣
れ
親
し
ん

だ
枕
を
使
っ
て
安
ら
か
に
眠
り
た
い
と
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。 

イ
、
草
で
結
ん
だ
枕
の
置
き
所
も
な
か
な
か
定
め
ら
れ
な
い
。
事
前
に
詳
し
い
様
子
を
誰
も
教
え
て
も
ら
え
な
か
っ
た
野
辺
で
、
せ
め
て
夢
だ
け
は
見
た
い
と
願

っ
て
い
る
が
、
そ
の
願
い
も
叶
わ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

ウ
、
旅
先
の
わ
び
し
い
宿
り
で
、
草
の
枕
を
ど
う
結
ん
で
ど
こ
に
寝
れ
ば
よ
い
か
分
か
ら
な
い
。
慣
れ
な
い
野
辺
で
旅
寝
を
し
、
夢
の
中
で
恋
し
い
あ
な
た
に
逢

う
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
枕
の
結
び
方
を
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。 

エ
、
草
の
枕
を
も
ら
っ
た
が
、
そ
れ
を
ど
こ
に
置
い
た
か
忘
れ
て
し
ま
っ
て
困
っ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
辛
く
苦
し
い
野
辺
で
は
あ
る
が
、
あ
な
た
か
ら
も
ら
っ
た

枕
に
よ
っ
て
、
少
し
で
も
苦
痛
が
紛
れ
る
こ
と
を
祈
る
ば
か
り
で
あ
る
。 

 

問 

九
、
―
―
線
⑥
「『
形
骸
化
』
と
も
い
う
が
『
様
式
化
』
と
も
い
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
を
説
明
し
た
次
の
文
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
文
章
中
か
ら
指
定
さ

れ
た
字
数
で
探
し
、
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

「
結
び
」
が  

１
、
六
字 

 

に
な
り
、 

２
、
四
字 

 

形
に
近
づ
く
と
い
う
点
で
は
「
形
骸
化
」
し
た
と
言
え
る
が
、 

２ 
 

も
の
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
常
の
彼
方
の
も
の
が
呼
び
こ
ま
れ
た
と
い
う
点
で
は
、「
様
式
化
」
し
た
と
言
え
る
。 
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五 

次
の
古
文
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

今
は
昔
、
大
隅

お
ほ
す
み

の
守か

み

の
、
国
の

政

ま
つ
り
ご
と

し
た
た
め
行
ふ
あ
ひ
だ
に
、
郡

こ
ほ
り

の

司
つ
か
さ

の
し
ど
け
な
き
こ
と

（注
１
）

ど
も
あ
り
け
れ
ば
、「
召
し
に
や
り
て

戒
い
ま
し

め
む
」
と
言
ひ
て
、
人

遣や

り
つ
。
さ
き
ざ
き
か
く
し
ど
け
な
き
事
あ
る
折
は
、
罪
に
ま
か
せ
て
重
く
軽
く
戒
む
る
こ
と
あ
り
。
そ
れ
一
度

ひ
と
た
び

に
あ
ら
ず
、
た
び
た
び
重
な
り
た
る
こ
と
な
れ
ば
、
こ
れ

も
戒
め
む
と
て
召
す
な
り
け
り
。  

さ
て
、「
こ
こ
に
召
し
て

候
さ
う
ら

ふ
」
と
申
し
け
れ
ば
、
さ
き
ざ
き
す
る
や
う
に
、
そ
へ
伏
せ
て
、
尻

頭

し
り
か
し
ら

に
の
ぼ
る
べ
き
人
、

笞
し
も
と

を
切
り
設
け
て
、
打
つ
べ
き
人
な
ど
設

け
て
あ
る
に
、
人
二
人
し
て
引
き
張
り
て
、
率ゐ

て
来
た
る
を
①

見
れ
ば
、

頭
か
し
ら

は
黒
き
髪
も
ま
じ
ら
ず
、
い
み
じ
う
白
う
、
見
る
に
打
た
せ
む
事
の
い
と
ほ
し
う
お
ぼ
え
け

れ
ば
、「
何
事
に
事
を
つ
け
て
、
こ
れ
を
許
さ
む
」
と
思
ふ
に
、
事
つ
く
べ
き
事
も
な
し
。

過
あ
や
ま

ち
ど
も
を
片
端
よ
り
問
ふ
に
、
た
だ
老お

い

を
の
み
豪
家

か
う
け

に
て
答い

ら

へ
を
り
。「
い

か
に
し
て
こ
れ
許
し
て
む
」
と
思
ひ
て
、「
②

お
れ
は
い
み
じ
き
盗
人
か
な
。
さ
は
あ
り
と
も
、
歌
は
詠よ

み
て
む
や
」
と
言
ふ
に
、「
は
か
ば
か
し
う
は
あ
ら
ず
と
も
、

仕
つ
か
ま
つ

り
て
む
」
と
答
ふ
。「
い
で
、
さ
は
詠
め
」
と
言
へ
ば
、
程
も
な
く
、
③

わ
な
な
か
し
て
う
ち
出
だ
す
。 

 

年
を
経
て
④

頭
に
雪
は
積
も
れ
ど
も
し
も
と

（注
６
）

見
る
に
ぞ
身
は
冷
え
に
け
る 

と
詠
み
た
り
け
れ
ば
、
守
、
い
み
じ
う
感
じ
、
あ
は
れ
が
り
て
、
許
し
て
や
り
て
け
り
。 

（「
古
本
説
話
集
」
よ
り
） 

 

（
注
１
）「
し
ど
け
な
き
こ
と
」
…「
だ
ら
し
が
な
い
こ
と
」
の
意
。 

（
注
２
）「
笞
」
…
…
…
…
…
…
…
む
ち
。 

（
注
３
）「
豪
家
」
…
…
…
…
…
…
頼
り
と
す
る
権
威
あ
る
も
の
。
こ
こ
で
は
「
口
実
」
の
意
。 

（
注
４
）「
答
へ
を
り
」
…
…
…
…「
答
え
て
い
た
」
の
意
。 

（
注
５
）「
詠
み
て
む
や
」
…
…
…「
詠
め
る
か
」
の
意
。 

（
注
６
）「
し
も
と
」
…
…
…
…
…「

笞
し
も
と

」
と
「
霜
と
」
と
い
う
二
つ
の
意
味
を
込
め
て
い
る
。 

     

（
注
２
）

（
注
３
）

（
注
４
）

（
注
５
）
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問 

一
、
―
―
線
①
「
見
れ
ば
」・
③
「
わ
な
な
か
し
て
う
ち
出
だ
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
主
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 
 
 
 

 ア
、
大
隅
の
守 

 
 

イ
、
郡
の
司 

 
 

ウ
、
む
ち
で
打
ち
す
え
る
役
目
の
者 

 
 

エ
、
罪
人
を
連
れ
て
き
た
者 

 
 

 
 

問 

二
、
―
―
線
②
「
お
れ
は
い
み
じ
き
盗
人
か
な
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
だ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
図
で
言
っ
た
言
葉
で
す
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
大
隅
の
守
が
郡
の
司
を
許
そ
う
と
思
い
つ
つ
、
郡
の
司
を
非
難
す
る
口
上
と
し
て
言
っ
た
言
葉
。 

イ
、
大
隅
の
守
が
郡
の
司
を
許
し
て
よ
い
か
迷
い
、
郡
の
司
の
反
応
を
見
よ
う
と
挑
発
し
て
言
っ
た
言
葉
。 

ウ
、
郡
の
司
が
大
隅
の
守
に
何
と
か
し
て
許
し
て
も
ら
お
う
と
思
い
、
自
分
を
卑
下
し
て
言
っ
た
言
葉
。 

エ
、
郡
の
司
が
大
隅
の
守
か
ら
は
許
し
て
も
ら
え
な
い
だ
ろ
う
と
諦
め
て
、
強
気
で
悪
ぶ
っ
て
言
っ
た
言
葉
。 

 

問 

三
、
―
―
線
④
「
頭
に
雪
は
積
も
れ
ど
も
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
頭
」
の
「
雪
」
と
は
何
を
た
と
え
た
も
の
で
す
か
。
漢
字
二
字
で
考
え
て
答
え
な
さ
い
。 

 

問 

四
、
こ
の
文
章
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
郡
の
司
は
、
役
人
と
し
て
は
問
題
が
多
か
っ
た
が
歌
人
と
し
て
の
評
判
は
高
か
っ
た
の
で
、
大
隅
の
守
は
一
度
そ
の
歌
を
聞
い
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
。 

イ
、
郡
の
司
は
、
取
り
調
べ
の
時
に
大
隅
の
守
か
ら
和
歌
を
詠
ん
で
み
よ
と
命
じ
ら
れ
、
そ
の
場
で
機
転
の
利
い
た
和
歌
を
詠
み
、
大
隅
の
守
を
感
心
さ
せ
た
。 

ウ
、
大
隅
の
守
は
、
雪
の
降
り
積
も
る
中
、
地
に
額
を
擦
り
付
け
て
許
し
を
乞
い
続
け
る
郡
の
司
の
姿
に
た
い
へ
ん
憐
れ
み
を
感
じ
、
郡
の
司
の
罪
を
許
し
た
。 

エ
、
大
隅
の
守
は
、
取
り
調
べ
の
場
で
初
め
て
郡
の
司
を
見
た
が
、
あ
ま
り
に
も
老
い
て
み
す
ぼ
ら
し
い
様
子
に
裁
き
を
加
え
る
勢
い
が
削
が
れ
、
無
条
件
で
放

免
し
た
。 
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