
令
和
六
年
度

神
奈
川
県
公
立
高
等
学
校
入
学
者
選
抜
学
力
検
査
問
題

1　

開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
冊
子
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

2　

問
題
は
問
五
ま
で
あ
り
、
1
ペ
ー
ジ
か
ら
14
ペ
ー
ジ
に
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。

3　

解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
欄
に
解
答
し
な
さ
い
。

4　

文
字
や
数
字
な
ど
を
記
述
し
て
解
答
す
る
場
合
は
、
解
答
欄
か
ら
は
み
出
さ
な
い
よ
う
に
、

は
っ
き
り
書
き
入
れ
な
さ
い
。

5

マ
ー
ク
シ
ー
ト
方
式
に
よ
り
解
答
す
る
場
合
は
、
選
ん
だ
番
号
の

の
中
を
塗
り
つ

ぶ
し
な
さ
い
。

6　

解
答
用
紙
に
マ
ス
目
（
例
：

）
が
あ
る
場
合
は
、
句
読
点
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ

一
字
と
数
え
、
必
ず
一
マ
ス
に
一
字
ず
つ
書
き
な
さ
い
。
な
お
、
行
の
最
後
の
マ
ス
目
に
は
、

文
字
と
句
読
点
な
ど
を
一
緒
に
置
か
ず
、
句
読
点
な
ど
は
次
の
行
の
最
初
の
マ
ス
目
に
書
き

入
れ
な
さ
い
。

7　

終
了
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
す
ぐ
に
解
答
を
や
め
な
さ
い
。

注

意

事

項

Ⅱ

国

語

共
通
選
抜　

全
日
制
の
課
程

受

検

番

号

番

Ｃ国



－1－

問
一　

次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

ア

次
の
ａ
～
ｄ
の
各
文
中
の　
　

線
を
つ
け
た
漢
字
の
読
み
方
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
あ
と
の
1
～
4
の
中
か
ら

一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

ａ　

試
合
の
展
開
に
固
唾
を
の
む
。

（
1　

こ
す
い　

2　

か
た
だ　

3　

か
た
ず　

4　

こ
じ
ょ
う
）

ｂ　

評
論
家
が
辛
辣
な
意
見
を
述
べ
る
。

（
1　

し
ん
こ
く　

2　

し
ん
そ
く　

3　

し
ん
れ
つ　

4　

し
ん
ら
つ
）

ｃ　

彼
は
十
年
に
一
人
の
逸
材
だ
。

（
1　

め
ん
ざ
い　

2　

ば
ん
ざ
い　

3　

べ
ん
ざ
い　

4　

い
つ
ざ
い
）

ｄ　

拙
い
文
章
だ
が
思
い
が
伝
わ
っ
た
。

（
1　

は
か
な　

2　

つ
た
な　

3　

し
が
な　

4　

せ
つ
な　

）

イ

次
の
ａ
～
ｄ
の
各
文
中
の　
　

線
を
つ
け
た
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
表
し
た
と
き
、
そ
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の

を
、
あ
と
の
1
～
4
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

ａ　

妹
が
頰
を
コ
ウ
チ
ョ
ウ
さ
せ
て
走
っ
て
き
た
。

1　

時
代
の
チ
ョ
ウ
リ
ュ
ウ
に
乗
る
。

2　

夕
食
の
準
備
で
ホ
ウ
チ
ョ
ウ
を
使
う
。

3　

天
気
が
回
復
す
る
チ
ョ
ウ
コ
ウ
が
あ
る
。

4

サ
ン
チ
ョ
ウ
か
ら
景
色
を
撮
影
す
る
。

ｂ　

先
生
が
学
校
の
エ
ン
カ
ク
を
説
明
す
る
。

1　

熱
中
症
予
防
の
た
め
エ
ン
ブ
ン
を
摂
取
す
る
。

2　

仲
間
に
セ
イ
エ
ン
を
送
る
。

3　

道
具
の
使
い
方
を
ジ
ツ
エ
ン
す
る
。

4　

川
の
エ
ン
ガ
ン
に
住
む
。

ｃ　

税
理
士
の
シ
カ
ク
を
取
る
。

1　

友
人
に
結
婚
式
の
シ
カ
イ
を
頼
む
。

2　

新
し
い
会
社
に
ト
ウ
シ
す
る
。

3　

定
期
購
読
し
て
い
る
ザ
ッ
シ
が
届
く
。

4　

自
作
の
シ
シ
ュ
ウ
を
出
版
す
る
。

ｄ　

友
人
の
気
持
ち
を
オ
し
は
か
る
。

1　

軽
率
な
行
い
を
ハ
ン
セ
イ
す
る
。

2　

姉
は
歌
舞
伎
に
シ
ン
ス
イ
し
て
い
る
。

3　

事
態
の
ス
イ
イ
を
見
守
る
。

4　

卒
業
式
で
校
歌
を
セ
イ
シ
ョ
ウ
す
る
。

ウ

次
の
短
歌
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
あ
と
の
1
～
4
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え

な
さ
い
。

真ま

鍋な
べ　

美み

恵え

子こ

1　

八
月
の
昼
の
盛
り
に
周
囲
が
静
ま
り
返
る
中
で
、
真
夏
の
光
を
は
ね
返
し
て
ま
ぶ
し
く
か
が
や
い
て
い
る
階
段
を
見

て
、
激
し
く
流
れ
落
ち
る
滝
が
連
想
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
、
直
喩
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。

2　

八
月
の
日
中
に
閑
散
と
し
て
い
た
階
段
が
、
夜
は
人
々
で
に
ぎ
わ
い
、
激
し
く
音
を
立
て
る
滝
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ

た
と
い
う
こ
と
を
、
時
間
と
状
況
を
順
を
追
っ
て
説
明
す
る
こ
と
で
具
体
的
に
表
現
し
て
い
る
。

3　

八
月
の
昼
間
に
真
夏
の
暑
さ
を
し
の
ご
う
と
し
て
滝
を
見
に
行
っ
た
と
こ
ろ
、
激
し
く
音
を
立
て
て
流
れ
落
ち
る
様

子
を
見
て
、
大
き
な
階
段
を
思
い
浮
か
べ
た
と
い
う
こ
と
を
、
体
言
止
め
を
用
い
て
表
現
し
て
い
る
。

4　

八
月
の
暑
さ
の
中
、
次
か
ら
次
へ
と
降
り
て
く
る
人
々
の
流
れ
に
よ
っ
て
、
階
段
が
滝
の
よ
う
に
か
が
や
き
動
い
て

見
え
た
こ
と
へ
の
感
動
を
、「
か
が
や
く
」
と
平
仮
名
を
用
い
る
こ
と
で
強
調
し
て
表
現
し
て
い
る
。



－2－

問
二　

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

昭
和
三
十
五
年
、
青
森
県
に
住
む
「
よ
り
子
」
は
結
婚
す
る
こ
と
に
な
り
、
挙
式
の
当
日
に
実
家
か
ら
の
荷
物
を
積
み

込
ん
で
、
夫
と
な
る
相
手
の
家
へ
向
か
お
う
と
し
て
い
る
。



－3－



－4－

（
髙た
か

森も
り　

美み

由ゆ

紀き

「
藍
色
ち
く
ち
く
」
か
ら
。
一
部
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）



－5－

（
注
）
ハ
イ
ヤ
ー
＝
客
の
申
し
込
み
に
応
じ
て
営
業
す
る
貸
し
切
り
乗
用
車
。

菱
刺
し
＝
こ
こ
で
は
、
青
森
県
南
部
地
方
の
伝
統
的
な
刺
し
ゅ
う
の
こ
と
。

あ
も
こ
さ
な
る
＝
青
森
県
の
一
部
の
地
域
で
使
わ
れ
て
い
る
方
言
で
「
お
ば
け
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
。

ア

線
1
「
そ
の
時
の
父
の
顔
を
よ
り
子
は
忘
れ
ら
れ
な
い
。」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を

次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　
「
父
」
が
仕
事
で
汚
れ
た
姿
を
気
に
し
て
い
た
こ
と
を
知
ら
ず
に
、
真
っ
黒
な
見
た
目
を
か
ら
か
う
よ
う
な
言
動
を

し
て
し
ま
っ
た
が
、「
父
」
が
深
く
傷
つ
い
て
い
る
様
子
を
見
て
、
自
分
の
振
る
舞
い
を
恥
じ
て
い
る
か
ら
。

2　

学
校
に
「
父
」
が
迎
え
に
来
る
こ
と
に
対
す
る
気
恥
ず
か
し
さ
か
ら
、
本
心
で
は
な
い
こ
と
を
言
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

必
死
に
傷
つ
い
て
い
な
い
ふ
り
を
す
る
「
父
」
の
姿
を
見
て
、
自
分
の
こ
と
を
情
け
な
く
思
っ
て
い
る
か
ら
。

3　

真
っ
黒
に
汚
れ
た
姿
の
「
父
」
が
学
校
に
来
る
こ
と
を
恥
ず
か
し
く
思
う
あ
ま
り
、
心
な
い
言
葉
を
浴
び
せ
て
し

ま
っ
た
が
、
傷
つ
い
て
も
無
理
に
笑
お
う
と
す
る
「
父
」
の
姿
を
見
て
、
自
分
の
発
言
を
後
悔
し
て
い
る
か
ら
。

4　

学
校
ま
で
迎
え
に
来
て
く
れ
る
「
父
」
に
感
謝
し
つ
つ
も
、
周
囲
の
目
が
気
に
な
る
た
め
一
人
で
先
に
帰
っ
て
い
た

が
、
あ
と
か
ら
家
に
戻
っ
て
き
た
「
父
」
の
傷
つ
い
た
顔
を
見
て
、
自
分
の
行
動
が
許
せ
な
く
な
っ
て
い
る
か
ら
。

イ

線
2
「
裏
の
馬
小
屋
か
ら
座
布
団
を
括
り
つ
け
た
馬
を
引
っ
張
っ
て
き
た
父
は
、
戸
惑
い
顔
か
ら
、
は
に
か
み
顔

に
な
っ
て
い
た
。」
と
あ
る
が
、
そ
の
と
き
の
「
父
」
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ

選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　

父
親
と
一
緒
に
嫁
入
り
先
へ
向
か
う
と
「
よ
り
子
」
が
言
っ
た
こ
と
に
照
れ
く
さ
さ
を
感
じ
な
が
ら
も
、
馬
の
準
備

を
念
入
り
に
行
っ
た
こ
と
で
、
娘
に
恥
を
か
か
せ
る
こ
と
は
な
い
と
安
心
し
て
晴
れ
や
か
な
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。

2

ハ
イ
ヤ
ー
に
乗
ら
な
い
と
い
う
「
よ
り
子
」
の
選
択
を
受
け
入
れ
て
馬
の
準
備
を
整
え
る
う
ち
に
、
娘
が
慣
例
ど
お

り
に
行
動
し
な
い
こ
と
を
恥
じ
る
気
持
ち
が
薄
れ
、
一
緒
に
嫁
入
り
先
へ
向
か
う
こ
と
に
嬉
し
さ
を
感
じ
始
め
て
い
る
。

3　

慣
例
に
な
ら
わ
ず
馬
で
嫁
入
り
を
し
た
い
と
い
う
「
よ
り
子
」
の
思
い
に
応
じ
て
準
備
を
整
え
た
と
こ
ろ
、
一
緒
に

嫁
入
り
先
へ
向
か
う
こ
と
が
で
き
る
喜
び
と
と
も
に
、
白
無
垢
姿
の
娘
と
馬
に
乗
る
照
れ
く
さ
さ
が
込
み
上
げ
て
い
る
。

4　

馬
に
乗
っ
て
嫁
入
り
先
へ
向
か
い
た
い
と
い
う
「
よ
り
子
」
の
要
望
を
い
っ
た
ん
は
受
け
入
れ
た
も
の
の
、
実
際
に

準
備
が
整
う
と
娘
が
馬
で
嫁
入
り
を
す
る
こ
と
が
改
め
て
意
識
さ
れ
、
恥
ず
か
し
さ
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
。

ウ

　

線
3
「
そ
ぅ
か
ぁ
…
…
。」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
よ
り
子
」
の
気
持
ち
を
ふ
ま
え
て
、
こ
の
部
分
を
朗
読
す

る
と
き
、
ど
の
よ
う
に
読
む
の
が
よ
い
か
。
最
も
適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　

生
ま
れ
育
っ
た
場
所
の
風
景
を
じ
っ
く
り
と
見
た
こ
と
で
生
家
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
へ
の
不
安
が
増
し
、
気
を
紛
ら

わ
す
た
め
に
馬
の
話
を
し
て
み
た
も
の
の
、
ま
す
ま
す
気
持
ち
が
落
ち
込
ん
で
し
ま
い
困
惑
し
て
い
る
よ
う
に
読
む
。

2　

慣
れ
親
し
ん
だ
風
景
を
眺
め
る
う
ち
に
な
つ
か
し
い
記
憶
が
よ
み
が
え
っ
て
き
て
、
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
を
離
れ
る

こ
と
を
名
残
惜
し
く
感
じ
た
も
の
の
、
歩
み
を
止
め
る
こ
と
は
で
き
ず
に
切
な
さ
を
か
み
し
め
て
い
る
よ
う
に
読
む
。

3　

幼
い
頃
か
ら
暮
ら
し
て
き
た
場
所
を
じ
っ
く
り
と
見
渡
し
た
こ
と
で
、
自
分
の
人
生
を
見
つ
め
直
す
と
と
も
に
故
郷

に
も
は
や
自
分
の
居
場
所
が
な
い
こ
と
を
自
覚
し
、
新
し
い
場
所
で
生
活
す
る
し
か
な
い
と
諦
め
た
よ
う
に
読
む
。

4　

向
か
う
先
の
山
並
み
が
霞
ん
で
い
る
の
を
見
て
嫁
ぎ
先
へ
の
不
安
が
膨
ら
む
中
で
、
周
囲
の
風
景
を
眺
め
る
う
ち
に

自
分
の
故
郷
の
よ
さ
に
初
め
て
気
づ
き
、
生
ま
れ
育
っ
た
場
所
を
離
れ
る
こ
と
に
疑
問
を
感
じ
て
い
る
よ
う
に
読
む
。



－6－

エ

線
4
「
や
は
り
父
の
後
ろ
に
座
っ
て
い
て
よ
か
っ
た
。」
と
あ
る
が
、
そ
の
と
き
の
「
よ
り
子
」
を
説
明
し
た
も

の
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　

上
出
来
と
は
言
え
な
い
自
分
の
菱
刺
し
が
施
さ
れ
た
下
ば
き
を
、
嫁
入
り
の
日
を
選
ん
で
「
父
」
が
身
に
つ
け
て
く

れ
た
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
つ
つ
も
、
自
分
の
表
情
や
思
い
が
「
父
」
に
知
ら
れ
る
こ
と
を
気
恥
ず
か
し
く
思
っ
て
い
る
。

2　
「
父
」
の
顔
を
見
て
泣
い
て
し
ま
う
の
が
不
安
で
後
ろ
に
座
っ
た
こ
と
で
、
幼
い
頃
の
自
分
が
菱
刺
し
を
施
し
た
下

ば
き
が
偶
然
見
え
た
た
め
、「
父
」
が
下
ば
き
を
大
切
に
は
き
続
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
て
嬉
し
く
な
っ
て
い
る
。

3　

幼
い
頃
に
自
分
が
菱
刺
し
を
施
し
た
下
ば
き
を
、「
父
」
が
嫁
入
り
の
日
に
な
っ
て
や
っ
と
身
に
つ
け
て
く
れ
た
こ

と
に
対
す
る
喜
び
を
、「
父
」
の
背
中
を
見
つ
め
な
が
ら
一
人
で
静
か
に
味
わ
え
る
こ
と
に
満
足
感
を
覚
え
て
い
る
。

4　

嫁
入
り
の
日
に
は
泣
か
な
い
と
決
め
て
い
た
も
の
の
、
自
分
が
幼
い
頃
に
菱
刺
し
を
施
し
た
下
ば
き
を
「
父
」
が
は

い
て
い
る
の
を
見
て
涙
が
出
て
し
ま
っ
た
た
め
、
自
分
の
顔
が
「
父
」
か
ら
見
え
な
い
こ
と
に
安
心
感
を
覚
え
て
い
る
。

オ

線
5
「
鼻
を
ぐ
ず
ぐ
ず
さ
せ
な
が
ら
、
震
え
る
声
で
言
い
替
え
た
。」
と
あ
る
が
、
そ
の
と
き
の
「
よ
り
子
」
を

説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　
「
父
」
が
自
分
を
大
切
に
育
て
て
く
れ
た
こ
と
を
感
じ
る
と
と
も
に
、
自
分
の
幼
い
頃
の
発
言
を
「
父
」
が
気
に
留

め
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
安
心
し
、
思
わ
ず
涙
を
こ
ぼ
し
な
が
ら
感
謝
の
言
葉
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

2　
「
父
」
と
の
わ
だ
か
ま
り
が
と
け
た
こ
と
に
喜
び
を
感
じ
て
涙
が
出
て
き
た
が
、「
父
」
と
の
別
れ
の
時
が
迫
っ
て
い

る
た
め
、
二
人
き
り
で
い
る
う
ち
に
自
分
を
許
し
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
思
い
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

3　
「
父
」
が
謝
罪
の
言
葉
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
言
っ
た
こ
と
か
ら
、
気
持
ち
が
通
じ
な
か
っ
た
と
勘
違
い
し
て
涙
が

あ
ふ
れ
て
き
た
が
、
せ
め
て
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
感
謝
の
言
葉
だ
け
で
も
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

4　
「
父
」
が
愛
情
を
込
め
て
精
一
杯
の
力
で
自
分
を
育
て
て
く
れ
た
こ
と
を
改
め
て
実
感
す
る
と
と
も
に
、
謝
り
た
い

と
い
う
思
い
を
受
け
止
め
て
も
ら
え
た
こ
と
も
感
じ
、
涙
な
が
ら
に
感
謝
の
気
持
ち
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

カ

こ
の
文
章
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　

嫁
入
り
先
に
向
か
う
「
よ
り
子
」
が
、
目
の
前
に
広
が
る
故
郷
の
風
景
を
見
て
心
を
和
ま
せ
、
幼
い
頃
の
思
い
出
を

「
父
」
と
と
も
に
振
り
返
る
様
子
を
、
炭
焼
き
や
馬
な
ど
当
時
の
生
活
を
想
像
さ
せ
る
も
の
を
用
い
て
描
い
て
い
る
。

2　

結
婚
の
た
め
家
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
よ
り
子
」
が
、
結
婚
祝
い
で
洗
濯
機
を
贈
ら
れ
た
こ
と
を
き
っ
か
け
と

し
て
、「
父
」
と
再
び
言
葉
を
交
わ
す
よ
う
に
な
る
ま
で
の
過
程
を
、
複
数
の
登
場
人
物
の
視
点
か
ら
描
い
て
い
る
。

3　

生
ま
れ
育
っ
た
故
郷
を
離
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
よ
り
子
」
が
、
一
緒
に
嫁
入
り
先
に
向
か
う
「
父
」
か
ら
励
ま
さ

れ
、
結
婚
生
活
に
対
す
る
期
待
を
高
め
て
い
く
様
子
を
、
会
話
以
外
の
場
面
で
も
方
言
を
交
え
て
描
い
て
い
る
。

4　

結
婚
の
日
を
迎
え
た
「
よ
り
子
」
が
、
嫁
入
り
先
に
向
か
う
時
間
を
「
父
」
と
過
ご
す
こ
と
で
、
我
が
子
を
思
う
親

の
気
持
ち
の
深
さ
を
感
じ
取
っ
て
い
く
様
子
を
、
故
郷
の
豊
か
な
自
然
の
風
景
を
織
り
交
ぜ
な
が
ら
描
い
て
い
る
。



－7－

問
三　

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



－8－
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（
井い
の

上う
え　

雅ま
さ

人ひ
と

「
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
哲
学
」
か
ら
。
一
部
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）

（
注
）
メ
デ
ィ
ア
＝
人
々
の
間
で
意
思
を
伝
達
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
手
段
。

記
号
論
＝
あ
る
も
の
ご
と
を
別
の
も
の
に
置
き
換
え
て
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
と
す
る
も
の
ご
と
が

持
つ
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
学
問
。

ア

本
文
中
の

A

・

B

に
入
れ
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

A　

さ
ら
に
は

B　

た
だ

2

A　

そ
し
て

B　

あ
る
い
は

3

A　

な
ぜ
な
ら

B　

や
が
て

4

A　

し
か
し

B　

ま
た

イ

本
文
中
の

線
Ⅰ
の
「
の
」
と
同
じ
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
「
の
」
を
含
む
文
を
、
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ

の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　

休
日
に
姉
の
作
っ
た
料
理
を
食
べ
る
。

2　

お
気
に
入
り
の
本
を
読
む
。

3　

寒
い
の
に
上
着
を
忘
れ
た
。

4　

降
っ
て
き
た
の
は
雪
だ
っ
た
。

ウ

本
文
中
の

線
Ⅱ
の
語
の
対
義
語
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　

獲
得

2　

贈
答

3　

出
費

4　

供
給

エ

線
1
「
本
や
新
聞
の
よ
う
に
、
普
遍
的
な
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
存
在
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
だ
。」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
そ
の
よ
う
に
述
べ
る
理
由
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　

本
や
新
聞
は
書
か
れ
た
文
字
に
よ
っ
て
情
報
が
伝
達
さ
れ
る
が
、
衣
服
に
文
字
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
は
、
文
字
が

表
す
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
衣
服
か
ら
伝
わ
る
情
報
と
必
ず
し
も
同
じ
で
あ
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
。

2　

本
や
新
聞
を
初
め
て
読
ん
だ
時
に
は
書
か
れ
て
い
る
内
容
が
理
解
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
が
、
衣
服
に
書
か
れ
て
い

る
文
字
を
読
む
際
に
は
、
初
め
て
会
う
人
に
関
す
る
情
報
が
わ
か
り
や
す
く
伝
達
さ
れ
る
か
ら
。

3　

本
や
新
聞
は
書
か
れ
た
文
字
を
読
む
こ
と
で
情
報
が
伝
達
さ
れ
る
が
、
衣
服
に
書
か
れ
て
い
る
文
字
は
、
品
質
を
保

証
す
る
た
め
に
利
用
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
達
す
る
機
能
は
な
い
か
ら
。

4　

本
や
新
聞
は
書
か
れ
た
文
字
の
量
に
よ
っ
て
伝
達
で
き
る
情
報
量
が
異
な
る
が
、
衣
服
に
関
し
て
は
、
文
字
が
書
か

れ
て
い
る
も
の
と
書
か
れ
て
い
な
い
も
の
と
の
間
に
伝
達
で
き
る
情
報
量
の
違
い
は
な
い
か
ら
。

オ

線
2
「
衣
服
を
言
語
と
し
て
考
え
う
る
か
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
次

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　

衣
服
を
文
字
や
音
声
と
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
衣
服
だ
け
を
用
い
た
場
合
に
は
伝
え
る
こ
と
の
で
き
な
い

意
味
を
、
見
る
人
に
読
み
取
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
。

2　

通
常
は
衣
服
同
士
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
伝
達
し
て
い
る
情
報
を
、
文
字
を
書
い
た
り
音
声
を
発
し
た
り
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
も
、
誤
解
な
く
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
。

3　

さ
ま
ざ
ま
な
形
や
色
を
持
つ
衣
服
同
士
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
文
字
や
音
声
だ
け
で
は
表
現
す
る
こ
と
が
不
可

能
な
感
情
や
感
覚
を
、
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
。

4　

文
字
や
音
声
に
変
換
す
る
こ
と
が
可
能
な
情
報
を
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
や
色
の
衣
服
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

意
図
し
た
と
お
り
の
意
味
で
伝
え
あ
う
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
。



－10－

カ

線
3
「
強
引
な
読
み
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
そ
の
よ
う
に
述
べ
る
理
由
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　

衣
服
を
解
読
し
よ
う
と
し
て
も
、
衣
服
の
意
味
は
社
会
集
団
ご
と
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
加
え
、
流
行
の
服
は
変

化
が
早
い
た
め
、「
新
し
い
」
と
い
う
こ
と
以
外
に
特
定
の
意
味
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

2　

民
族
衣
裳
の
中
に
は
解
読
で
き
る
も
の
も
あ
る
が
、
流
行
の
服
に
関
し
て
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
へ
の
関
心
が
高
い
人

か
ら
注
目
さ
れ
て
い
る
服
に
し
か
批
評
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
衣
服
全
体
の
分
析
と
は
言
え
な
い
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

3

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
関
す
る
批
評
と
し
て
行
わ
れ
る
流
行
の
服
の
解
読
は
、
社
会
集
団
の
違
い
を
考
慮
せ
ず
、「
新
し

い
」
と
い
う
こ
と
だ
け
に
注
目
し
て
行
わ
れ
て
お
り
、
衣
服
の
解
読
と
し
て
は
説
得
力
に
欠
け
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

4　

衣
服
か
ら
意
味
を
読
み
取
ろ
う
と
し
て
も
、
人
に
よ
っ
て
解
釈
が
大
き
く
異
な
る
だ
け
で
な
く
、
す
み
や
か
に
変
化

し
て
い
く
流
行
現
象
に
影
響
さ
れ
、
着
て
い
る
人
の
意
図
を
無
視
し
た
理
解
に
陥
っ
て
し
ま
う
と
考
え
て
い
る
か
ら
。

キ

線
4
「
豊
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
成
立
さ
せ
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も

適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
同
じ
も
の
に
複
数
の
意
味
が
読
み
出
せ
る
た
め
、
個
人
に
合
っ
た
意
味
を
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
、

一
人
ひ
と
り
が
自
身
の
人
と
な
り
を
表
現
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
際
に
役
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

2

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
多
様
な
解
釈
が
可
能
で
あ
る
た
め
、
社
会
の
現
状
に
応
じ
て
意
味
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
、
同
じ

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
何
度
も
新
鮮
な
も
の
と
し
て
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

3

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
は
発
信
者
の
込
め
た
意
味
を
想
像
す
る
余
地
が
あ
る
た
め
、
世
代
の
異
な
る
人
々
が
、
歴
史
上
の

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
あ
う
よ
う
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
機
会
が
生
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

4

フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
は
社
会
情
勢
に
従
っ
て
変
化
し
、
意
味
を
伝
え
る
こ
と
が
難
し
い
か
ら
こ
そ
、
人
々
が
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
際
に
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
て
新
し
い
表
現
方
法
を
生
み
出
す
き
っ
か
け
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ク

線
5
「
そ
う
い
っ
た
無
駄
と
も
思
え
る
言
語
活
動
」
と
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1

テ
レ
ビ
や
出
版
物
で
広
ま
る
言
語
に
よ
る
解
釈
は
、
衣
服
を
生
産
す
る
人
た
ち
が
見
せ
か
け
で
作
っ
た
も
の
で
あ
り
、

消
費
さ
れ
て
跡
形
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
が
、
新
し
い
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
発
想
が
得
ら
れ
る
と
い
う
点
で
貴
重
で
あ
る
。

2

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
言
語
を
用
い
て
行
う
説
明
や
批
評
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
面
を
切
り
取
っ
た
も
の
で
し
か
な
く
、

時
代
の
移
り
変
わ
り
と
と
も
に
消
え
て
し
ま
う
が
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
社
会
と
密
接
に
関
わ
る
た
め
に
は
不
可
欠
で
あ
る
。

3

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
説
明
や
批
評
は
、
必
ず
言
語
を
用
い
て
行
わ
れ
る
た
め
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
視
覚
的
な

情
報
が
意
味
を
持
た
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
思
想
や
芸
術
や
日
常
生
活
へ
の
注
意
喚
起
と
し
て
有
効
で
あ
る
。

4

テ
レ
ビ
や
出
版
物
に
お
け
る
言
語
に
よ
る
解
釈
は
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
意
味
が
変
化
す
れ
ば
不
要
に
な
っ
て
し
ま
う

が
、
あ
る
時
代
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
の
一
面
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
次
の
流
行
を
作
り
出
す
た
め
に
は
重
要
で
あ
る
。

ケ

本
文
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　

他
者
を
理
解
す
る
際
に
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
が
有
効
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
衣
服
と
言
語
を
比
較
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
言
語
特
有
の
性
質
を
把
握
し
、
衣
服
に
対
し
て
言
語
が
果
た
す
べ
き
役
割
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

2　

文
字
が
書
か
れ
た
衣
服
が
情
報
伝
達
に
役
立
つ
こ
と
を
指
摘
し
、
衣
服
と
文
字
が
歴
史
的
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
作

り
上
げ
て
き
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
で
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
対
す
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
重
要
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

3　

衣
服
が
情
報
伝
達
の
手
段
と
な
っ
て
い
る
現
状
を
踏
ま
え
、
学
説
を
複
数
引
用
し
て
衣
服
が
言
語
と
し
て
の
役
割
を

果
た
し
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
言
語
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。

4　

情
報
を
伝
達
す
る
際
に
衣
服
が
使
わ
れ
て
い
る
事
例
を
紹
介
す
る
こ
と
で
、
文
字
の
よ
う
に
衣
服
が
使
わ
れ
て
い
る

こ
と
に
疑
問
を
投
げ
か
け
た
上
で
、
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
流
行
に
惑
わ
さ
れ
な
い
方
法
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
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問
四　

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

（
注
）
六
条
修
理
大
夫
顕
季
卿
＝
藤ふ
じ

原わ
ら
の

顕あ
き

季す
え

（
一
〇
五
五
～
一
一
二
三
）。

刑
部
丞
義
光
＝
源
み
な
も
と
の

義よ
し

光み
つ

（
一
〇
四
五
～
一
一
二
七
）。

白
河
法
皇
＝
白し
ら

河か
わ

上じ
ょ
う

皇こ
う

（
一
〇
五
三
～
一
一
二
九
）。

匠
作
＝
こ
こ
で
は
、
顕
季
の
こ
と
。

不
審
＝
疑
い
を
か
け
る
こ
と
。

避
文
＝
自
分
の
権
益
を
放
棄
し
て
他
者
に
譲
る
こ
と
を
示
す
文
書
。

券
契
＝
財
産
の
権
利
を
示
す
文
書
。

侍
所
＝
侍
が
待
機
す
る
場
所
。

二
字
＝
こ
こ
で
は
、
服
属
の
意
を
示
す
た
め
に
名
前
を
記
す
こ
と
。

鳥
羽
殿
＝
現
在
の
京
都
市
に
あ
っ
た
白
河
法
皇
の
宮
殿
。

雑
色
＝
雑
用
を
す
る
者
。

六ろ
く

条で
う

修し
ゆ

理り
の

大だ
い

夫ぶ

顕あ
き

季す
ゑ

卿き
や
う、

刑ぎ
や
う部ぶ
の

丞じ
よ
う

義よ
し

光み
つ

と
所
領
を
相
論
す
。
白し
ら

河か
は

法ほ
ふ

皇わ
う

、
何
と
な
く
御
成
敗
な
し
。
匠
作
心
中
に
恨

み
た
て
ま
つ
る
間
、
あ
る
日
た
だ
一
人
御
前
に
祗し
候こう
す
。
仰お
ほ

せ
ら
れ
て
云い

は
く
、「
か
の
義
光
の
不
審
の
こ
と
い
か
に
。」

と
。
申
し
て
云
は
く
、「
そ
の
こ
と
に
候さ

ぶ
ら

ふ
。
相
論
の
習
ひ
、
い
づ
れ
の
輩
と
も
が
らも

我
が
道
理
と
思
ふ
こ
と
に
て
候
へ
ど
も
、

こ
の
こ
と
に
至
り
て
は
理
非
顕
然
に
候
ふ
。
未
断
の
条
術ずち
な
き
こ
と
に
候
ふ
な
り
。」
と
云う
ん

々ぬ
ん

。
ま
た
仰
せ
ら
れ
て
云
は
く
、

「
つ
ら
つ
ら
こ
の
こ
と
を
案
ず
る
に
、
汝なんぢは
件く
だ
んの

庄しやう一
所
な
し
と
い
へ
ど
も
、
全
く
こ
と
欠
く
べ
か
ら
ず
。
彼
は
た
だ
一
所

懸
命
の
由よ

し

、
こ
れ
を
聞
こ
し
め
す
。
道
理
に
任
せ
て
裁
許
せ
し
む
れ
ば
、
子
細
を
わ
き
ま
へ
ず
し
て
、
武
士
も
し
く
は
腹
黒

な
ど
や
出しゆつ
来たい
せ
ん
ず
ら
ん
、
と
思
ひ
て
猶
予
す
る
な
り
。
た
だ
件
の
所
を
避
り
て
よ
か
し
と
思
ふ
な
り
。」
と
云
々
。

こ
こ
に
匠
作
零
涙
に
及
び
て
か
し
こ
ま
り
申
し
て
退
出
の
後
、
義
光
を
召
し
て
謁
せ
し
め
て
云
は
く
、「
か
の
庄
の
こ
と
、

つ
ら
つ
ら
思
ひ
た
ま
ふ
る
に
、
某

そ
れ
が
しは

ま
た
庄
も
少
々
侍は
べ

り
、
国
も
侍
り
。
貴
殿
は
一
所
を
頼
ま
る
、
と
云
々
。
不
便
に
侍
れ

ば
、
避
り
た
て
ま
つ
ら
ん
と
思
ふ
な
り
。」
と
て
、
不
日
に
避さ

り

文ぶ
み

を
書
き
、
券
契
を
取
り
具
し
て
、
義
光
に
与
へ
了を
は

ん
ぬ
。

義
光
喜
悦
の
色
あ
り
。
座
を
立
ち
て
侍
所
に
移
り
居
て
、
た
ち
ま
ち
に
二
字
を
書
き
て
こ
れ
を
献

た
て
ま
つり

て
退
出
し
了
ん
ぬ
。

そ
の
後
、
殊
に
入
り
来
た
る
こ
と
な
し
。

一
両
年
の
後
、
匠
作
鳥と

羽ば

殿ど
の

よ
り
夜
に
入
り
て
退
出
す
る
に
、
供
人
な
し
。
わ
づ
か
に
雑
色
両
三
人
な
り
。
作つ
く
り

道み
ち

の
程

よ
り
冑よろひ
甲かぶとを
帯
び
た
る
武
士
ら
五
六
騎
ば
か
り
、
車
の
前
後
に
あ
り
。
怖
畏
の
情
に
堪
へ
ず
し
て
、
雑
色
を
以も
つ

て
尋
ね
問

は
し
む
る
と
こ
ろ
、
武
士
ら
云
は
く
、「
夜
に
入
り
て
御
供
人
な
く
し
て
御
退
出
す
。
よ
り
て
刑
部
丞
殿
よ
り
御
送
り
の
た

め
に
以
て
た
て
ま
つ
る
と
こ
ろ
な
り
。」
と
云
々
。
こ
こ
に
心
中
に
御
計
ら
ひ
の
や
む
ご
と
な
き
を
思し

惟ゐ

す
。

（「
古こ

事じ

談だ
ん

」
か
ら
。）

（
注
）

（
注
）

（
領
地
を
争
っ
た
）

（
注
）

（
注
）

（
法
皇
の
前
に
参
上
し
た
）

（
注
）

1

（
困
っ
た
こ
と
）

（
お
前
）

（
領
地
）

（
も
し
か
し
た
ら
武
士
が
邪
念

を
起
こ
し
た
り
し
な
い
だ
ろ
う
か
）

（
譲
っ
て
）

2

（
注
）

（
注
）

（
注
）

（
注
）

（
一
、
二
年
）

（
注
）

（
注
）

3

（
特
別
で
あ
っ
た
こ
と
）
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ア

線
1
「
こ
の
こ
と
に
至
り
て
は
理
非
顕
然
に
候
ふ
。」
と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
言
っ
た
と
き
の
「
顕
季
」
を
説

明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　
「
義
光
」
と
の
領
地
の
争
い
に
つ
い
て
は
正
否
が
わ
か
り
き
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、「
白
河
法
皇
」
に
は
っ
き

り
と
判
断
し
て
も
ら
え
な
い
こ
と
を
不
満
に
思
っ
て
い
る
。

2　

領
地
に
関
す
る
言
い
が
か
り
と
も
受
け
取
れ
る
「
義
光
」
の
訴
え
に
対
し
て
、
い
っ
こ
う
に
厳
し
い
罰
を
与
え
よ
う

と
し
な
い
「
白
河
法
皇
」
の
態
度
を
情
け
な
く
感
じ
て
い
る
。

3　

領
地
が
「
義
光
」
の
も
の
で
は
な
い
と
判
断
す
る
の
は
難
し
く
な
い
は
ず
な
の
に
、「
白
河
法
皇
」
に
何
度
も
呼
び

出
さ
れ
て
説
明
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
を
煩
わ
し
く
思
っ
て
い
る
。

4　
「
義
光
」
と
と
も
に
領
地
の
所
有
者
に
つ
い
て
の
意
見
を
求
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
く
相
談
に
応
じ
る
そ

ぶ
り
を
見
せ
な
い
「
白
河
法
皇
」
の
様
子
に
失
望
し
て
い
る
。

イ

線
2
「
こ
こ
に
匠
作
零
涙
に
及
び
て
」
と
あ
る
が
、
そ
の
と
き
の
「
顕
季
」
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
す

る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　

自
分
が
領
地
を
所
有
す
る
こ
と
の
正
当
性
に
つ
い
て
主
張
し
続
け
た
せ
い
で
、「
白
河
法
皇
」
の
怒
り
を
買
っ
て
し

ま
い
、
結
果
的
に
領
地
を
手
放
す
は
め
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
や
り
切
れ
な
い
思
い
を
抱
い
て
い
る
。

2　
「
白
河
法
皇
」
が
自
分
の
主
張
の
正
し
さ
を
認
め
て
く
れ
た
上
、
武
士
の
怒
り
を
買
う
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
安
全
を
考
慮
し
て
判
断
を
た
め
ら
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
て
恐
れ
多
い
気
持
ち
に
な
っ
て
い
る
。

3　

自
分
の
よ
う
に
た
く
さ
ん
の
領
地
を
持
っ
て
い
な
い
た
め
に
「
義
光
」
が
つ
ら
い
思
い
を
し
て
い
る
こ
と
を
、「
白

河
法
皇
」
が
哀
れ
ん
で
、
自
分
に
領
地
を
手
放
し
て
や
る
よ
う
勧
め
た
の
だ
と
知
っ
て
感
動
し
て
い
る
。

4　
「
白
河
法
皇
」
が
武
士
を
恐
れ
る
あ
ま
り
「
義
光
」
の
味
方
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
せ
い
で
、
自
分
の
領
地
が
奪
わ
れ

た
こ
と
に
加
え
、
所
有
を
主
張
す
る
訴
え
ま
で
強
制
的
に
取
り
下
げ
ら
れ
て
し
ま
い
悲
し
ん
で
い
る
。

ウ

線
3
「
冑
甲
を
帯
び
た
る
武
士
ら
五
六
騎
ば
か
り
、
車
の
前
後
に
あ
り
。」
と
あ
る
が
、
そ
れ
を
説
明
し
た
も
の

と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1　
「
顕
季
」
が
領
地
を
譲
っ
て
く
れ
た
こ
と
に
歓
喜
し
た
「
義
光
」
は
、
領
地
を
失
っ
た
ば
か
り
か
家
来
ま
で
手
薄
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
「
顕
季
」
を
部
下
に
命
じ
て
警
護
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
。

2　
「
顕
季
」
と
の
領
地
争
い
に
勝
利
し
た
こ
と
で
気
を
よ
く
し
た
「
義
光
」
は
、「
顕
季
」
に
自
身
の
威
勢
の
よ
さ
を
知

ら
し
め
る
た
め
意
気
揚
々
と
部
下
た
ち
を
登
場
さ
せ
た
と
い
う
こ
と
。

3　
「
顕
季
」
が
領
地
の
一
部
を
失
っ
て
し
ま
っ
て
気
落
ち
し
て
い
る
こ
と
に
同
情
し
た
「
義
光
」
は
、
部
下
に
命
じ
て

「
顕
季
」
に
対
す
る
恩
に
報
い
る
機
会
を
探
ら
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

4　
「
顕
季
」
が
気
前
よ
く
領
地
を
譲
り
渡
し
て
く
れ
た
こ
と
に
感
謝
し
た
「
義
光
」
は
、「
顕
季
」
の
身
に
危
険
が
及
ば

な
い
よ
う
部
下
に
命
じ
て
ひ
そ
か
に
見
守
ら
せ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

エ

本
文
の
内
容
と
一
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

1
「
義
光
」
は
領
地
に
執
着
す
る
一
方
、
武
士
と
し
て
忠
義
を
貫
く
人
物
で
あ
り
、
家
来
と
し
て
誠
実
に
尽
く
す
姿
を

見
た
「
顕
季
」
は
、
領
地
を
譲
る
こ
と
を
自
ら
「
白
河
法
皇
」
に
願
い
出
た
自
分
の
判
断
の
正
し
さ
を
確
信
し
た
。

2　
「
顕
季
」
は
駆
け
つ
け
た
武
士
た
ち
か
ら
話
を
聞
い
て
、「
義
光
」
に
は
武
士
と
し
て
領
地
を
守
る
性
質
の
他
に
、
他

者
の
命
を
重
ん
じ
る
一
面
も
あ
る
こ
と
を
知
り
、
不
服
だ
っ
た
「
白
河
法
皇
」
の
裁
決
に
よ
う
や
く
納
得
し
た
。

3　
「
顕
季
」
は
領
地
を
手
放
し
て
し
ば
ら
く
た
っ
て
か
ら
、
不
意
に
現
れ
た
勇
ま
し
い
冑
甲
姿
の
武
士
た
ち
を
目
の
前

に
し
て
、「
義
光
」
の
武
士
と
し
て
の
側
面
を
初
め
て
実
感
し
、「
白
河
法
皇
」
の
配
慮
の
的
確
さ
に
感
服
し
た
。

4　
「
義
光
」
は
武
士
と
し
て
、
領
地
に
対
す
る
強
い
思
い
を
持
っ
た
人
物
で
あ
り
、「
顕
季
」
か
ら
与
え
ら
れ
た
領
地
を

命
が
け
で
守
ろ
う
と
す
る
様
子
を
見
た
「
白
河
法
皇
」
は
、
武
士
と
し
て
の
心
意
気
を
感
じ
て
褒
め
た
た
え
た
。
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問
五　

中
学
生
の
Ａ
さ
ん
は
、「
Ａ
Ｉ
と
の
関
わ
り
方
」
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
、
二
つ
の
文
章
を
読
ん
で
い
る
。
次
の

【
文
章
１
】、【
文
章
２
】
は
、
そ
の
と
き
の
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

【文章 1】

（
長は

谷せ

川が
わ　

眞ま

理り

子こ

「
ヒ
ト
の
原
点
を
考
え
る
」
か
ら
。
一
部
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）

【文章 2】

（
大お

お

澤さ
わ　

真ま

幸さ
ち

「
無
意
識
が
奪
わ
れ
て
い
る
」
か
ら
。
一
部
表
記
を
改
め
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。）

　
（
注
）
レ
コ
メ
ン
ド
＝
勧
め
る
こ
と
。

エ
ン
カ
レ
ッ
ジ
＝
促
す
こ
と
。
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ア

Ａ
さ
ん
は
【
文
章
１
】
と
【
文
章
２
】
を
読
ん
で
、
内
容
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。【
Ａ
さ
ん
の
メ
モ
】
中
の

Ⅰ

・

Ⅱ

に
入
れ
る
語
句
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
す
る
も
の
を
、
あ
と
の
1
～
4
の
中
か
ら
一
つ

選
び
、
そ
の
番
号
を
答
え
な
さ
い
。

【Ａさんのメモ】

【
文
章
１
】

あ
る
情
報
関
係
の
研
究
者
は
、

「
情
報
技
術
が
人
間
の
能
力
に
取
っ
て
代
わ
る
」

・
掃
除
も
洗
濯
も
機
械
で
で
き
る
。

・
ロ
ボ
ッ
ト
が
、
注
文
を
聞
い
た
り
配
達
し
た
り

お
勧
め
の
メ
ニ
ュ
ー
を
見
せ
て
く
れ
た
り
す
る
。

と
い
う
考
え
を
、

「
研
究
者
は

Ⅰ

だ
け
で
な
く

人
々
の
幸
せ
で
充
実
し
た
暮
ら
し
を
大
目
標
に
し
て

技
術
の
発
明
や
改
良
を
行
う
べ
き
だ
」

と
い
う
考
え
に
変
え
た
。

【
文
章
２
】

読
む
本
を
選
ぶ
と
き
、
Ａ
Ｉ
か
ら
の
レ
コ
メ
ン
ド
や

エ
ン
カ
レ
ッ
ジ
は
便
利
に
見
え
る
。

し
か
し
、

無
意
識
の
次
元
に
あ
る
自
由
は
奪
わ
れ
て
い
る
。

　

Ａ
Ｉ
に
流
さ
れ
た
せ
い
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、

人
間
は
、
行
動
す
る
と
き

Ⅱ

が
失
わ
れ
な
い

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
こ
と
。

1　

Ⅰ　

自
分
の
知
的
好
奇
心
を
満
足
さ
せ
る

Ⅱ　

選
択
が
正
し
い
と
思
え
る
状
態

2　

Ⅰ　

人
間
が
働
か
ず
に
生
活
す
る
方
法
を
考
え
る

Ⅱ　

何
を
選
ぶ
か
自
分
で
決
め
ら
れ
る
状
態

3　

Ⅰ　

技
術
の
進
歩
の
可
能
性
を
追
求
す
る

Ⅱ　

他
を
選
ぶ
可
能
性
が
あ
る
状
態

4　

Ⅰ　

人
間
の
肉
体
的
な
重
労
働
の
軽
減
を
目
指
す

Ⅱ　

選
ぶ
べ
き
も
の
を
教
え
て
も
ら
え
る
状
態

イ

Ａ
さ
ん
は
【
文
章
１
】
と
【
文
章
２
】
を
読
ん
で
考
え
た
こ
と
を
次
の
よ
う
に
ま
と
め
た
。【
Ａ
さ
ん
の
ま
と
め
】
中

の

に
適
す
る
こ
と
ば
を
、
あ
と
の
①
～
④
の
条
件
を
満
た
し
て
書
き
な
さ
い
。

【Ａさんのまとめ】

【
文
章
１
】
を
読
ん
で
、
情
報
関
係
の
研
究
者
の
考
え
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。
研
究
者
が
発
明
や
改
良
を
行
っ
た
情

報
技
術
を
使
う
立
場
に
あ
る
私
た
ち
は
、
行
動
の
主
体
は
あ
く
ま
で
も
人
間
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
自
分
で
何

か
を
達
成
す
る
べ
き
だ
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
充
実
感
を
得
ら
れ
、
幸
せ
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
た
。

ま
た
、【
文
章
２
】
を
読
ん
で
、【
文
章
１
】
と
【
文
章
２
】
は
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
。
幸
せ
に
暮

ら
す
た
め
に
は
自
由
で
あ
る
こ
と
も
欠
か
せ
な
い
と
思
う
か
ら
だ
。【
文
章
２
】
に
よ
る
と
、
Ａ
Ｉ
か
ら
の
勧
め
に
従
っ

て
行
動
す
る
と
き
、
人
間
の
無
意
識
の
次
元
に
あ
る
自
由
は
奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
踏
ま
え
て
考
え
る
と
、
Ａ
Ｉ
な
ど
の
情
報
技
術
を
、

よ
う
に
使
う
こ
と
を
心
が
け
る
べ
き

だ
。
そ
う
す
れ
ば
、
充
実
感
を
得
ら
れ
る
と
と
も
に
自
由
も
守
ら
れ
、
幸
せ
に
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
。
今
後
は
、
Ａ
Ｉ
を
う
ま
く
活
用
し
て
い
る
事
例
や
別
の
研
究
者
の
考
え
に
つ
い
て
調
べ
て
み
た
い
。

①

書
き
出
し
の
Ａ
Ｉ
な
ど
の
情
報
技
術
を
、
と
い
う
語
句
に
続
け
て
書
き
、
文
末
の
よ
う
に
使
う
こ
と
を
心
が

け
る
べ
き
だ
。
と
い
う
語
句
に
つ
な
が
る
一
文
と
な
る
よ
う
に
書
く
こ
と
。

②

書
き
出
し
と
文
末
の
語
句
の
間
の
文
字
数
が
二
十
五
字
以
上
三
十
五
字
以
内
と
な
る
よ
う
に
書
く
こ
と
。

③　
【
文
章
１
】
と
【
文
章
２
】
の
内
容
に
触
れ
て
い
る
こ
と
。

④　
「
手
助
け
」「
偶
有
性
」
と
い
う
二
つ
の
語
句
を
、
ど
ち
ら
も
そ
の
ま
ま
用
い
る
こ
と
。

（
問
題
は
、
こ
れ
で
終
わ
り
で
す
。）

関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。



Ｃ国




