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一
、
監
督
の
指
示
が
あ
る
ま
で
問
題
用
紙
を
開
か
な
い
こ
と
。

  　

二
、
解
答
は
す
べ
て
解
答
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

  　

三
、
時
間
は
四
十
五
分
で
す
。
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問
題
一　

次
の
文
章
Ⅰ
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

 　

絵
巻
が㋐
サ
カ
ん
に
な
っ
て
き
た
平
安
末
か
ら
鎌
倉
に
か
け
て
の
こ
と
か
と
思
い
ま
す
が
、
お
姫
様
が
、
絵
巻
を
自
分
の
肩
幅
よ
り
少
し
広
い
ぐ
ら
い
に
広
げ
て
じ
っ
く
り
ご
覧
に

な
る
。
見
終
わ
っ
た
ら
、
次
の
場
面
を
ま
た
肩
幅
く
ら
い
に
広
げ
て
ご
覧
に
な
る
。
絵
巻
の
内
容
を㋑
カ
イ
セ
ツ
す
る
詞こ
と
ば
が
き
書
は
傍
ら
に
控
え
る※侍
女
が
語
る
。
そ
う
や
っ
て
右
か
ら
左

へ
と
画
面
は
ど
ん
ど
ん
展
開
し
て
い
く
の
で
す
。
今
の
テ
レ
ビ
に
当
た
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　

展
覧
会
場
に
あ
る
絵
巻
は
全
部
広
げ
て
展
示
さ
れ
て
い
る
場
合
が
ほ
と
ん
ど
で
す
が
、①
こ
れ
は
展
示
の㋒
都
合
上
そ
う
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
本
来
、
絵
巻
は
そ
う
い
う
も
の
で

は
な
か
っ
た
の
で
す
。

　

美
術
館
や
博
物
館
に
行
っ
て
、
古
い
絵
巻
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
る
時
は
、
よ
く
見
て
く
だ
さ
い
。②
絵
巻
の
最
初
の
ほ
う
は
横
皺
の
跡
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
に
、
後
ろ
の
ほ
う
は

ほ
と
ん
ど
無
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
誰
に
で
も㋓
ケ
イ
ケ
ン
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
長
い
長
い
物
語
の
後
の
ほ
う
に
な
る
と
、
だ
ん
だ
ん
見
な
く
な
っ
て
し
ま

う
、
読
ま
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
…
…
。
絵
巻
の
場
合
も
そ
う
で
、
後
の
ほ
う
に
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
皺
も
な
く
綺き

麗れ
い

な
ん
で
す
。

　

話
を
も
と
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
現
代
で
は
、
作
品
の㋔
傾
向
は
ず
い
ぶ
ん
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。㋕
映
像
あ
り
、
漫
画
あ
り
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
あ
り
、※イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
あ
り
、
と

新
し
い㋖
技
法
や
表
現
が
次
々
と㋗
試
さ
れ
て
い
ま
す
。（　

Ａ　

）
内
容
も
、
漫
画
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
よ
う
な
人
物
が
登
場
し
て
き
た
り
、
美
術
と
は
全
く
別
の
ジ
ャ
ン
ル
の
も
の
を
、

美
術
館
で
展
示
し
て
み
た
り
と
、
芸
術
の
多
様
化
が
見
て
と
れ
ま
す
。

　

美
術
と
い
う
の
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
け
れ
ど
も③
そ
の
一
方
で
、
変
わ
ら
な
い
も
の
も
あ
り
ま
す
。
昔
な
が
ら
の
伝
統
や
技
法

を
受
け
継
ぎ
つ
つ
、
表
現
を
続
け
る
作
家
や
作
品
が
あ
り
ま
す
。

　

私
た
ち
も
ま
た
変
わ
ら
な
い
も
の
を
し
っ
か
り
見
、
そ
の
う
え
で
今
の
流
行
に
も
目
を
向
け
る
、④
そ
う
い
う
こ
と
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
俳
人
・
松
尾
芭
蕉
が
「
不ふ
え
き
り
ゅ
う
こ
う

易
流
行
」

と
い
う
言
葉
で
表
し
て
い
ま
す
。
美
術
に
つ
い
て
も
同
様
で
し
ょ
う
。

　

過
去
の
作
品
は
時
代
と
い
う※濾ろ

か

き
過
器
に
濾
過
さ
れ
て
残
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、不
変
の
も
の
の
持
つ
素
晴
ら
し
さ
が
あ
り
ま
す
。今
の
も
の
は
ま
だ
濾
過
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。㋘
ザ
ッ

タ
な
も
の
の
な
か
に
自
分
に
合
っ
た
も
の
を
見
つ
け
出
す
楽
し
み
が
あ
る
（　

Ｂ　

）、
今
と
い
う
狭
い
世
界
だ
け
に
落
ち
込
ん
で
し
ま
う
危
険
性
も
あ
り
ま
す
。
幅
広
い
視
野
と

今
日
的
な
も
の
に
対
す
る
好
奇
心
、⑤
こ
の
二
つ
を
持
ち
合
わ
せ
て
こ
そ
美
術
を
楽
し
め
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
美
術
館
を
一
つ
の㋙
セ
ン
ニ
ュ
ウ
カ
ン
で
決
め
つ
け
て
い
ま
せ
ん
か
？　

美
術
館
は
、
と
い
う
よ
り
美
術
の
世
界
は
も
っ
と
自
由
な
も
の
で
す
。
そ
し
て
自
分
の
考
え
や

感
じ
た
こ
と
を
ど
ん
ど
ん
主
張
し
て
よ
い
も
の
な
の
で
す
。
前
に
も
言
っ
た
よ
う
に
答
え
は
一
つ
で
は
な
い
の
で
す
。
自
分
の
目
が
、
自
分
の
感
性
が
、
良
い
と
思
っ
た
ら
、
そ
れ

で
良
い
の
で
す
。
た
だ※普
遍
的
な
美
を
知
っ
て
い
る
と
、
よ
り
深
く
見
る
こ
と
も
で
き
れ
ば
、
よ
り
深
く
感
じ
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。
よ
り
高
み
に
行
け
る
チ
ャ
ン

ス
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　

︿
中
略
﹀

文
章
Ⅰ

よ
こ
じ
わ
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で
き
る
限
り
大
勢
の
人
に
美
術
館
へ
の
関
心
を
も
っ
て
も
ら
い
、
か
つ
足
を
運
ん
で
も
ら
う
た
め
に
、
多
く
の
美
術
館
が
現
在
試
行
錯
誤
を
し
て
い
ま
す
。

　

二
〇
一
二
年
の
夏
に
横
須
賀
美
術
館
で
若
い
人
た
ち
に
人
気
の
あ
る
ロ
ッ
ク
グ
ル
ー
プ
の
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。
会
場
に
は
、
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
衣
装
や
楽
器
な
ど
が
飾

ら
れ
た
そ
う
で
す
。

　
※ポ

ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
人
の
展
覧
会
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
美
術
館
に
関
心
の
な
か
っ
た
人
た
ち
に
も
関
心
を
持
っ
て
も
ら
え
る
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
は
あ
り
ま

す
。
反
面
、
興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
な
ら
、
ま
た
人
目
を
ひ
く
な
ら
何
を
や
っ
て
も
い
い
か
と
い
え
ば
判
断
は
難
し
く
な
り
ま
す
。

　

美
術
館
と
い
う
と
こ
ろ
は
光
や
温
湿
度
の
管
理
を
二
四
時
間
厳
し
く
行
い
、
常
に
一
定
に
保
た
せ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。（　

Ｃ　

）
企
画
・
展
示
だ
け
で
な
く
メ
ン
テ
ナ
ン

ス
に
も
か
な
り
の
金
額
を
投
じ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
美
術
品
が
、
温
湿
度
や
光
の
影
響
を
受
け
や
す
い
か
ら
で
す
。
そ
う
考
え
る
と
、
美
術
館
で
は
温
湿
度
や
光
の
影
響
を
受
け
て

は
い
け
な
い
よ
う
な
美
術
品
の
展
覧
会
を
す
る
の
が
望
ま
し
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

展
覧
会
を
す
る
か
ら
に
は
と
に
か
く
一
人
で
も
多
く
の
人
に
見
て
も
ら
い
た
い
と
誰
も
が
考
え
ま
す
。
私
た
ち
美
術
館
人
は
み
な
同
じ
だ
と
い
え
ま
す
。

　

し
か
も
美
術
館
は
、
一
般
に
公
開
す
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
、
作
品
を
後
世
に
残
す
と
い
う
重
要
な
役
割
も
担
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
作
品
を
収
集
し
た
り
保
管
し
た
り
し

て
い
ま
す
。「
今
」
だ
け
を
考
え
て
い
て
は
、
そ
の
役
割
を
ま
っ
と
う
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
将
来
の
文
化
を
担
う
み
な
さ
ん
た
ち
に
は
、
ぜ
ひ
こ
の
こ
と
を
深
く
心

に
留
め
て
お
い
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
。

 

（
草
薙
奈
津
子
『
美
術
館
へ
行
こ
う
』
よ
り
）

　
　
　
【
語
注
】

　
　
　
　
　
　

※
侍
女
…
…
…
…
…
…
…
…
…
身
分
の
高
い
人
に
仕
え
、
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
女
性
。

　
　
　
　
　
　

※
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
…
…
展
示
空
間
を
含
め
て
全
体
を
作
品
と
し
て
見
て
い
る
観
客
が
、
そ
の
場
に
い
て
体
験
で
き
る
芸
術
作
品
。

　
　
　
　
　
　

※
濾
過
…
…
…
…
…
…
…
…
…
液
体
や
気
体
を
細
か
い
穴
が
た
く
さ
ん
開
い
た
物
質
に
通
し
て
、
ご
み
な
ど
を
取
り
除
く
こ
と
。
こ
の
場
合
は
、
あ
る
観
点
や
立
場

か
ら
物
事
の
必
要
な
も
の
を
残
し
て
、
条
件
や
基
準
に
合
わ
な
い
も
の
を
取
り
除
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　

※
普
遍
…
…
…
…
…
…
…
…
…
全
体
に
広
く
行
き
渡
る
こ
と
。
例
外
な
く
す
べ
て
の
も
の
に
あ
て
は
ま
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　

※
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
…
…
…
大
衆
性
。
流
行
。
評
判
。
人
気
。
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問
一　
　
　

―
―
部
㋐
～
㋙
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

㋐　

サ
カ（
ん
）　　
　

㋑　

カ
イ
セ
ツ　
　
　
　

㋒　

都
合　
　
　
　
　

㋓　

ケ
イ
ケ
ン　
　
　
　

㋔　

傾
向

　
　
　
　
　
　

㋕　

映
像　
　
　
　
　

㋖　

技
法　
　
　
　
　
　

㋗　

試（
さ
れ
）　　
　

㋘　

ザ
ッ
タ　
　
　
　
　

㋙　

セ
ン
ニ
ュ
ウ
カ
ン

　
　問

二　
　
　

本
文
中
の
空
欄
（　

Ａ　

）～（　

Ｃ　

）
に
あ
て
は
ま
る
語
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

ア　

一
方　
　
　
　
　

イ　

さ
て　
　
　
　
　

ウ　

つ
ま
り　
　
　
　
　

エ　

さ
ら
に
は

問
三　
　
　

―
―
部
①
「
こ
れ
」
が
指
す
内
容
を
「
～
で
あ
る
こ
と
」
に
つ
な
が
る
よ
う
に
本
文
中
よ
り
三
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
四　
　
　

―
―
部
②
「
絵
巻
の
最
初
の
ほ
う
は
横
皺
の
跡
が
い
っ
ぱ
い
あ
る
の
に
、
後
ろ
の
ほ
う
は
ほ
と
ん
ど
無
い
」
理
由
を
「
～
か
ら
」
に
つ
な
が
る
よ
う
に
本
文
中
よ
り

四
十
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
五　
　
　

―
―
部
③
「
そ
の
」
が
指
す
内
容
を
本
文
中
よ
り
二
十
五
字
以
上
、
三
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
六　
　
　

―
―
部
④
「
そ
う
い
う
こ
と
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。「
～
こ
と
」
に
つ
な
が
る
よ
う
に
本
文
中
よ
り
三
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
七　
　
　

―
―
部
⑤
「
こ
の
二
つ
」
と
あ
る
が
、「
こ
の
」
が
指
す
内
容
を
本
文
中
よ
り
二
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
八　
　
　

本
文
の
内
容
と
合
っ
て
い
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

ア　

絵
巻
は
も
と
も
と
、
す
べ
て
を
広
げ
て
鑑
賞
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　

イ　

絵
巻
は
後
ろ
へ
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
皺
の
跡
が
多
く
残
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　

ウ　

美
術
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
っ
て
い
く
も
の
で
あ
る
た
め
、
昔
な
が
ら
の
伝
統
や
技
法
は
必
要
な
い
。

　
　
　
　
　
　

エ　

美
術
の
世
界
は
自
由
で
あ
る
た
め
、
自
分
の
考
え
や
感
じ
た
こ
と
を
ど
ん
ど
ん
主
張
す
べ
き
だ
。
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問
題
二　

次
の
文
章
Ⅱ
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

芭
蕉
は
そ
の㋐
デ
シ
た
ち
に
、①
彼
の
詩
風
を
支
え
て
い
る
二
つ
の
原
理
は
流
行
と
不
易
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
日
本
の
詩
を
常
に
脅
や
か
し
て
い
た
二
つ
の
危
険
が
何

で
あ
る
か
を
考
え
る
な
ら
ば㋑
一
層
よ
く
解
る
こ
と
で
、②
そ
の
一
つ
は
、
そ
し
て
こ
の
方
が
大
き
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、㋒
既
に
あ
る
傑け
っ

作さ
く

を
研
究
し
、
模
倣
し
過
ぎ
る
こ
と
か
ら
生
じ

る※
陳ち
ん

腐ぷ

と
※不

毛
だ
っ
た
。
芭
蕉
は
彼
の
詩
風
が
年
と
と
も
に
変
り
、
月
ご
と
に
新
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と㋓
主
張
し
た
。
ま
た
彼
は
、
古
人
の
後
か
ら
付
い
て
行
く
こ
と

を
望
ま
ず
、③
彼
ら
が
求
め
た
こ
と
を
自
分
も
求
め
て
い
る
の
だ
と
も
言
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
昔
の
詩
人
た
ち
が
人
間
に
永
遠
に
課
さ
れ
て
い
る
各
種
の
問
題
に
与
え
た
解

答
を
受
け
入
れ
ず
、④
そ
れ
を
自
分
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
と
い
う
こ
と
で
、
彼
が
挙
げ
て
い
る
第
二
の
原
理
で
あ
る
不
易
と
い
う
こ
と
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
十
七
世
紀
の

日
本
の
文
学
に
起
っ
た
新
し
い
運
動
の㋔
影
響
で
、伝
統
的
な
も
の
が㋕
イ
ッ
サ
イ
斥し
り
ぞけ
ら
れ
、日
本
の
詩
人
た
ち
が
自
由
に
酔
っ
た
時
、そ
の
結
果
は㋖
コ
ン
ラ
ン
に
終
る
場
合
が
多
か
っ

た
。
し
か
し
芭
蕉
に
と
っ
て
は
、流
行
と
不
易
の
両
方
が
彼
の
俳
句
に
な
く
て
は
な
ら
な
く
て
、彼
の
最
も
優
れ
た
作
品
で
は
こ
の
二
つ
が
、こ
こ
で
述
べ
た
意
味
で
だ
け
で
な
し
に
、

幾き

何か

学が
く

的
に
言
え
ば
、㋗
瞬
間
的
な
も
の
と※
恒こ
う

久き
ゅ
う

的
な
も
の
の
交
わ
る
点
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
が
見
ら
れ
る
。
そ
の
一
例
が
、⑤
芭
蕉
の
俳
句
の
中
で
は
或あ
る
いは
最
も
有
名
か

も
知
れ
な
い
。

　
　

古  

池  

や  

蛙か
は
づ  

と  

び  

こ  

む  

水  

の  

音

　

で
あ
る
。

　

そ
の
第
一
節
で
、
芭
蕉
は
こ
の
詩
で
そ
の
不
易
の
要
素
を
な
し
て
い
る
時
間
を
超
越
し
て
動
か
な
い
池
の
水
を
出
し
て
い
る
。
次
の
一
節
の
蛙
が
瞬
間
的
な
も
の
で
、⑥
こ
の
二
つ

が
水
の
音
と
い
う
一
点
で
交
わ
っ
て
い
る
。
も
っ
と
方
式
通
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
こ
の
詩
で
不
易
の㋘
ブ
ブ
ン
は
無
数
の
日
本
の
詩
で
そ
の
主
題
を
な
し
て
い
る
真
理
の㋙
ニ
ン
シ
キ
で

あ
り
、
芭
蕉
の※
寄き

よ与
は
、
そ
れ
ま
で
に
何
度
も
詩
で
用
い
ら
れ
て
来
た
蛙
の
鳴
き
声
で
な
し
に
、
そ
の
跳
躍
を
詩
に
使
っ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。

 

（
ド
ナ
ル
ド
・
キ
ー
ン
著
、
吉
田
健
一
訳
『
日
本
の
文
学
』
よ
り
）

　
　
　
【
語
注
】

　
　
　
　
　
　

※
陳
腐 

…
…
…
… 

古
く
さ
い
こ
と
。
あ
り
ふ
れ
て
い
て
、
つ
ま
ら
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　

※
不
毛 

…
…
…
… 

何
の
進
歩
も
成
果
も
得
ら
れ
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　

※
幾
何
学
的 

…
… 

形
な
ど
が
法
則
に
の
っ
と
っ
て
い
て
、
一
定
の
パ
タ
ー
ン
を
持
っ
て
い
る
さ
ま
。

　
　
　
　
　
　

※
恒
久 

…
…
…
… 

長
く
変
わ
ら
な
い
さ
ま
。

　
　
　
　
　
　

※
寄
与 

…
…
…
… 

社
会
や
人
の
た
め
に
役
に
立
つ
こ
と
。

※
文
章
Ⅱ
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問
一　
　
　

―
―
部
㋐
～
㋙
に
つ
い
て
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
、
漢
字
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

㋐　

デ
シ　
　
　
　

㋑　

一
層　
　
　
　

㋒　

既（
に
）　　
　

㋓　

主
張　
　
　
　

㋔　

影
響

　
　
　
　
　
　

㋕　

イ
ッ
サ
イ　
　

㋖　

コ
ン
ラ
ン　
　

㋗　

瞬
間　
　
　
　

㋘　

ブ
ブ
ン　
　
　

㋙　

ニ
ン
シ
キ

問
二　
　
　

―
―
部
①
「
彼
の
詩
風
を
支
え
て
い
る
二
つ
の
原
理
」
と
は
何
か
。
本
文
中
よ
り
五
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
三　
　
　

―
―
部
②
「
そ
の
」
が
指
す
内
容
を
本
文
中
よ
り
二
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
四　
　
　

―
―
部
③
「
彼
ら
」
が
指
す
内
容
を
本
文
中
よ
り
一
語
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
五　
　
　

―
―
部
④
「
そ
れ
」
が
指
す
内
容
を
本
文
中
よ
り
三
十
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
六　
　
　

―
―
部
⑤
「
芭
蕉
の
俳
句
」
と
あ
る
が
、
次
の
中
か
ら
「
芭
蕉
の
俳
句
」
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

ア　

雀
の
子
そ
こ
の
け
そ
こ
の
け
御
馬
が
通
る

　
　
　
　
　
　

イ　

閑
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声

　
　
　
　
　
　

ウ　

柿
く
へ
ば
鐘
が
な
る
な
り
法
隆
寺

　
　
　
　
　
　

エ　

菜
の
花
や
月
は
東
に
日
は
西
に

問
七　
　
　

―
―
部
⑥
「
こ
の
二
つ
」
と
は
何
か
。
本
文
中
よ
り
そ
れ
ぞ
れ
三
字
と
一
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
八　
　
　

芭
蕉
の
句
「
古
池
や
蛙
飛
び
込
む
水
の
音
」
の
季
語
を
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。
ま
た
、
そ
の
季
節
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。
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問
九　
　
　

本
文
の
内
容
と
合
っ
て
い
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　

ア　

芭
蕉
の
詩
風
に
は
流
行
と
不
易
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
芭
蕉
は
主
張
し
た
。

　
　
　
　
　
　

イ　

芭
蕉
は
新
し
い
詩
風
を
嫌
い
、
古
人
の
後
か
ら
付
い
て
行
く
こ
と
を
望
ん
だ
。

　
　
　
　
　
　

ウ　

芭
蕉
は
既
に
あ
る
傑
作
を
研
究
し
、
模
倣
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
た
。

　
　
　
　
　
　

エ　

十
七
世
紀
に
起
こ
っ
た
新
し
い
文
学
運
動
に
よ
っ
て
、
伝
統
的
な
も
の
の
価
値
が
見
直
さ
れ
た
。

問
題
三　

文
章
Ⅰ
で
は
、「
芸
術
の
多
様
化
」
と
「
不
易
流
行
」
の
視
点
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
。
文
章
Ⅱ
で
は
、
日
本
の
詩
、
特
に
芭
蕉
の
詩
風
「
流
行
」
と
「
不
易
」
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
二
つ
の
文
章
を
読
ん
で
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
（
１
）　

次
の
文
章
は
、
文
章
Ⅱ
の
「
流
行
」「
不
易
」
に
つ
い
て
の
解
釈
を
も
と
に
、
文
章
Ⅰ
の
、
美
術
鑑
賞
に
お
け
る
大
切
な
視
点
や
芸
術
の
多
様
化
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の

で
あ
る
。
文
章
Ⅰ
・
Ⅱ
の
内
容
と
合
う
よ
う
に
、
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
後
の
語
群
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
答
え
な
さ
い
。
※
語
句
は
一
度
し
か
使
用
で
き
な
い
こ

と
と
す
る
。

　
　

　
　
　
　
　

芭
蕉
は
、「（　

①　

）」
と
い
う
言
葉
で
、
自
ら
の
表
現
方
法
を
表
し
た
。「（　

②　

）」
と
は
、「
い
つ
ま
で
も
変
わ
ら
な
い
こ
と
。
不
変
」
と
い
う
意
味
を
超
え
て
、

「
時
代
を
超
え
て
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
本
質
」
と
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
美
と
い
う
意
味
に
と
ど
ま
ら
ず
、
文
章
Ⅱ
で
は
、（　

③　

）
が
古
人
（
昔
の
詩
人
）

と
同
じ
よ
う
に
「
人
間
に
永
遠
に
課
さ
れ
て
い
る
」
様
々
な
問
題
を
「
自
分
で
解
決
し
よ
う
と
し
た
」
姿
勢
や
考
え
方
と
も
説
明
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
章
Ⅱ
で
は
、
芭

蕉
は
「
日
本
の
詩
を
常
に
脅
や
か
し
て
い
た
二
つ
の
危
険
」
で
よ
り
大
き
か
っ
た
も
の
は
、「
模
倣
し
過
ぎ
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
陳
腐
と
不
毛
」
だ
と
考
え
、「
新
し
く
な

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
主
張
し
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「（　

④　

）」
の
視
点
を
持
つ
こ
と
が
大
事
で
あ
り
、こ
の
「
新
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
、
世
の
中
や
時
代
と
共
に
、「
自
ら
が
新
し
い
（　

⑤　

）
を
取
り
入
れ
る
こ
と
」
を
し
た
。
芭
蕉
に
と
っ
て
は
、
こ
の
「
流
行
」
と
「
不
易
」

の
両
方
が
、
自
身
の
（　

⑥　

）
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　

文
章
Ⅰ
で
は
、「
不
易
流
行
」
の
視
点
は
（　

⑦　

）
に
お
い
て
も
同
様
に
大
切
だ
と
述
べ
て
い
る
。
過
去
の
作
品
は
、
時
代
の
濾
過
器
を
通
っ
て
も
残
さ
れ
た
、

「（　

⑧　

）
の
も
の
の
持
つ
素
晴
ら
し
さ
」
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
一
方
で
、普
遍
的
な
美
な
ど
へ
の
「（　

⑨　

）」
と
と
も
に
、「
今
日
的
な
も
の
に
対
す
る
好
奇
心
」

を
持
ち
合
わ
せ
て
こ
そ
、「
美
術
を
楽
し
め
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、「
不
易
」
の
視
点
と
「
流
行
」
の
視
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
文
章
Ⅰ
の
筆
者
は
芸
術
の

多
様
化
や
、
美
術
を
鑑
賞
す
る
者
の
感
性
の
自
由
に
つ
い
て
、
非
常
に
（　

⑩　

）
で
あ
る
と
い
え
る
。
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【
語
群
】  

写
生　

・　

不
易
流
行　

・　

擬
人
法　

・　

不
明　

・　

流
行　

・　

最
新　

・　

不
易　

・　

真
実　

・　

疑
い　

・　

子
規　

・　

蕪
村　

・　

芭
蕉　
　
　

停
滞　

・　

変
化　

・　

進
化　

・　

短
歌　

・　

俳
句　

・　

絵
巻　

・　

美
術　

・　

武
術　

・　

模
倣　

・　

激
変　

・　

不
変　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

幅
広
い
視
野　

・　

狭
い
視
野　

・　

革
新
的
な
視
野　

・　

悲
観
的　

・　

楽
観
的　

・　

否
定
的　

・　

好
意
的

　
（
２
）　

文
章
Ⅰ
の
後
半
で
は
、「
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
の
あ
る
人
の
展
覧
会
」
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
芸
術
や
文
学
が
、
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
（
大
衆
性
。
流
行
）
を
追

う
こ
と
の
利
点
（
メ
リ
ッ
ト
）
と
欠
点
（
デ
メ
リ
ッ
ト
）
に
つ
い
て
、
文
章
Ⅰ
の
「
芸
術
の
多
様
化
」
や
文
章
Ⅱ
の
「
不
易
流
行
」
に
つ
い
て
の
内
容
を
ふ
ま
え
て
論
じ

た
文
章
と
し
て
、
正
し
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
　
　
　

ア　
「
芸
術
の
多
様
化
」
は
、
そ
れ
ま
で
美
術
館
に
関
心
の
な
か
っ
た
人
た
ち
に
も
、
足
を
運
ん
で
も
ら
う
と
い
う
メ
リ
ッ
ト
を
生
み
出
し
た
。
一
方
で
、
昔
の
芸
術
家

以
上
に
模
倣
を
繰
り
返
す
と
い
う
結
果
も
招
い
た
。
そ
れ
は
間
違
い
な
く
デ
メ
リ
ッ
ト
で
あ
る
。

　
　
　
　

イ　
「
古
池
や
～
」
の
芭
蕉
の
俳
句
が
示
す
よ
う
に
、
伝
統
的
な
「
蛙
の
鳴
き
声
」
で
は
な
く
、「
蛙
の
跳
躍
」
を
詩
に
使
う
こ
と
は
新
し
く
、
人
の
関
心
を
集
め
る
。
美

術
館
に
お
け
る
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
の
追
求
で
も
似
た
狙
い
が
あ
り
、
同
じ
よ
う
な
利
点
を
生
む
可
能
性
が
大
き
い
。

　
　
　
　

ウ　

ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
を
追
求
す
る
こ
と
の
利
点
と
欠
点
を
ふ
ま
え
る
と
、
普
遍
的
、
伝
統
的
な
美
な
ど
へ
の
幅
広
い
視
野
と
、
今
日
的
な
も
の
に
対
す
る
好
奇
心
と

い
っ
た
二
つ
を
持
ち
合
わ
せ
る
こ
と
が
大
切
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
美
術
や
文
学
を
よ
り
深
く
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　

エ　

興
味
を
持
っ
て
も
ら
う
た
め
な
ら
、
ま
た
人
目
を
ひ
く
た
め
な
ら
、
何
を
や
っ
て
も
よ
い
の
か
と
い
う
批
判
は
も
っ
と
も
で
あ
る
。
過
去
の
作
品
の
中
で
、
時
代
を

超
え
て
も
な
お
残
っ
て
き
た
も
の
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
「
不
変
の
も
の
の
持
つ
素
晴
ら
し
さ
」
や
伝
統
を
重
ん
じ
る
べ
き
だ
。

　
　
　
　

オ　

俳
人
芭
蕉
の
唱
え
た
「
不
易
流
行
」
は
美
術
の
世
界
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。「
芸
術
の
多
様
化
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
、
ポ
ピ
ュ
ラ
リ
テ
ィ
ー
を
追
う
こ
と

の
欠
点
を
解
決
す
る
近
道
で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
利
点
と
欠
点
の
バ
ラ
ン
ス
が
取
れ
る
の
で
あ
る
。

 

以
下
、
余
白


