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九
試
験
終
了
後
、
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
る
こ
と
。

} ¥ ヒ

が
あ
る
。
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解
答
は
す
べ
て
所
定
の
解
答
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。

所
定
欄
以
外
に
何
か
を
記
入
し
た
解
答
用
紙
は
採
点
の
対
象
外
と
な
る
場
合

試
験
終
了
の
指
示
が
出
た
ら
、
す
ぐ
に
解
答
を
や
め、

砂
幸
記
射
具
を
置
き
、
解
答
用
紙
を
裏
返
し
に
す
る
こ
と
。

い
か
な
る
場
合
で
も
解
答
用
紙
は
必
ず
提
出
す
る
こ
と
。

（記入例）
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解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
、
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試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
お
よ
び
解
答
用
紙
に
は
手
を
触
れ
な
い
こ
と

C

問
題
は

2
ー
9
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
試
験
中
に
問
題
冊
子
の
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
落
丁

・
乱
丁
お
よ
び
解
答
用
紙

の
汚
損
等
に
気
付
い
た
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
員
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

H
B
の
黒
鉛
箪
ま
た
は

H
B
の
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
で
記
人
す
る
こ
と
。

受
験
番
号
お
よ
び
氏
名
は
、
試
験
が
閉
始
さ
れ
て
か
ら
、
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
正
確
に
丁
寧
に
記
入
す
る
こ
と

〈
左
の
記
入
例

参
照
）
。
所
定
欄
以
外
に
受
験
番
号

・
氏
名
を
書
い
て
は
な
ら
な
い
。

受
験
番
号
の
記
入
に
あ
た
っ

て
は
、
左
の
数
字
見
本
に
し
た
が
い
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
、
正
確
に
丁
寧
に
記
入
す
る
こ
と
。
読

み
づ
ら
い
数
字
は
、
採
点
処
理
に
支
障
を
き
た
す
こ
と
が
あ
る
の
で
、
注
意
す
る
こ
と
。
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ま
こ
と
に
絶
望
的
な
不
唆
て
は
あ
る
が
、
そ
れ
て
も
な
お
、
人
間
の
生
活
は
こ
の
よ
う
な
時
空
に
在
り
、
家
庭
ほ
ど
衣
食
住
な
ど

の
生
活
の
営
み
が
日
々
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
時
空
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

日
常
性
を
演
出
し
つ
つ
も
、
他
方
で
は
常
に
く
つ
ろ
ぎ
、

で
も
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
持
つ
空
間
、
そ
の
よ
う
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
楊
所
を
体
験
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
か
意
図
さ
れ

と
は
て
き
な
い
」
と
も
い
う
。

対
照
的
で
あ
る
。

＿

口

＿

な
お

態
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

味
合
い
は
ま
さ
に
こ
れ
に
基
づ
く
。

一

イ

＿

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と

一
般
に
も
の
や

ハ
イ
デ
ッ

(

O

tto
 F
ri
e
d
r
i
c
h
 
B
o
l
l
n
o
w
)

は

と
こ
ろ
て
英
語
の

a
t
h
o
m
e
に
は
「
家
に
居
る
こ
と
」
「
在
宅
す
る
こ
と
」
の
他
に
「
窟
い
で
、
気
楽
に
」
な
と
と
い
う
意
味
も

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
根
本
的
気
分
を
、
哲
学
者
・
教
育
学
者
で
あ
る
ホ
ル
ノ
ー

6̂
Gebor
g
e
n
h
e
i
t
"
と
し
て
い
る
が
、
邦
訳
で
は
「
被
護
性
」
と
訳
出
さ
れ
る
。
ょ
＾
G
e
b
o
r
g
e
n
h
e
i
t
"
は
、
動
討
b
e
r
g
e
n

(
隠
れ
る
、

埋
蔵
す
る
な
ど
の
意
）

動
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
強
い
も
の
て
あ
る
。
そ
の
点
か
ら
考
え
る
と
、
被
護
性
の
「
被
」
と
い
う
字
の
意
味
は
深
く
、
す
で
に
な
に

も
の
か
に
よ
っ
て
「
護
ら
れ
て
在
る
」
と
い
う
よ
う
な
受
け
身
の
解
釈
と
と
も
に
、

e(Gebor
g
e
n
h
e
i
t
"
に
よ
っ
て
人
間
の
世
界
に

お
け
る
位
琶
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
人
間
は
す
で
に
＿

A

-

と
い
う
こ
と
て
あ
る
。

ま
た
、

b
e
r
g
e
n
の
「
隠
さ
れ
、
蔵
さ
れ
、
人
切
に
保
存
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
は
く
つ
ろ
ぎ
や
や
す
ら
ぎ
、
気
楽
な
ど
と
い
う

人
間
の
根
本
的
な
気
分
に
派
生
す
る
。

a
t
h
o
m
e
か
在
宅
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
家
が
や
す
ら
ぎ
の
場
で
あ
る
と
い
う
意

で
は
、

の
過
去
分
詞
を
名
詞
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ge
ー
と
い
う
前
綴
り
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
極
め
て
受

や
す
ら
く
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
「
心
が
ゆ
っ
た
り
と
落
ち
着
い
て
穏
や
か
な
こ
と
」
で
あ
る
と
辞
書
に
は

記
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、

ま
を
ホ
し
、

や
す
ら
き
と
い
う
言
葉
に
漢
字
を
あ
て
た
「
安
」
の
字
源
を
た
ど
れ
ば
、
家
に
女
性
を
落
ち
着
か
せ
る
さ

ひ
い
て
は
静
か
に
落
ち
着
い
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

ハ
イ
テ
ッ
ガ
ー
は

"'Gebor
g
e
n
h
e
i
t
"
を
根
本
的
な
気
分
て
あ
る
と
い
い
、
存
在
論
の
＞
場
か
ら
ハ
イ
デ
ノ
ガ
ー
の
影
響
を
受
け

た
ボ
ル
ノ
ー
も
気
分
に
つ
い
て
は
「
精
神
生
活
の
最
下
展
」
に
あ
る
と
規
定
し
、
気
分
感
情
と
明
確
に
区
別
し
た
。
す
な
わ
ち
感
情

と
は
「
常
に
特
定
の
対
象
に
志
向
的
、
具
体
的
に
、
方
向
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
」
て
あ
る
の
に
対
し
、
気
分
は
決
し
て
一
定
の
対

a
 

象
を
持
た
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
、
気
分
は
「
人
間
の
最
低
の
頷
域
か
ら
最
高
の
領
域
ま
で
を
、
全
体
的
に
一
様
に
カ
ン
テ

ツ
す
る
根
本
的
な
状
態
を
示
す
」
の
て
あ
っ
て
、
そ
の
人
間
の
活
動
全
体
に
色
調
を
あ
た
え
て
し
ま
う
と
い
う
。
こ
こ
で
重
要
な
こ

と
は
、
気
分
が
精
神
生
活
の
基
礎
に
位
置
し
、
「
人
間
の
生
が
自
己
自
身
を
知
る
に
至
る
も
っ
と
も
単
純
で
も
っ
と
も
根
源
的
な
形

ハ
イ
デ
ソ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
人
間
と
い
う
存
在
は
あ
る
も
の
に
出
会
っ
て
何
か
を
認
識
し
た
り
、
特
定
の
感
情
を
持
つ
の

て
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
そ
の
つ
ど
そ
の
つ
ど
す
て
に
気
分
つ
け
ら
れ
、
根
源
的
に
そ
れ
ら
に
包
ま
れ
関
係
性
を
結
び
つ
つ
意
味
連

B
 

関
し
な
が
ら
す
で
に
出
会
っ
て
い
る
と
い
う
。
こ
の
ハ
イ
テ
ノ
ガ
ー
の
気
分
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
理
性
や
意
識
に
対
し
て
の
否
定

的
な
見
解
と
も
と
れ
る
も
の
て
あ
り
、
気
分
の
主
位
性
や
根
源
性
に
依
拠
す
る
考
え
で
あ
る
。
そ
の
立
か
ら
考
え
る
と
、

ガ
ー
と
ホ
ル
ノ
ー
の
気
分
に
関
す
る
思
考
の
差
異
は
大
き
い
。
前
者
が
人
間
存
在
が
常
に
死
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
小
安
や

不
確
か
さ
を
視
座
に
置
い
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
昂
揚
し
た
気
分
と
し
て
、
生
へ
の
歓
び
を
視
座
に
置
い
て
い
る
。

と
り
わ
け
ホ
ル
ノ
ー
は
幸
福
な
気
分
に
つ
い
て
「
人
間
の
幸
福
な
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
安
ら
か
な
気
分
は
、

人
間
の
内
的
完
全
性
や
そ
れ
自
身
に
安
ら
う
独
自
の
本
質
か
閉
か
れ
う
る
た
だ
―
つ
の
通
路
で
あ
る
」
と
述
へ
、

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
幸
福
な
気
分
も
ま
た
、
「
明
示
て
き
る
よ
う
な
理
由
な
し
て
、
こ
っ
そ
り
と
そ
れ
は
人
間
の
中
に
生
し

て
く
る
」
も
の
で
あ
り
、

い
わ
ば
人
間
を
襲
う
も
の
て
あ
る
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
人
間
は
そ
の
幸
福
な
気
分
を
自
ら
牛
み
出
す

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

ホ
テ
ル
や
旅
館
な
ど
の
宿
泊
施
設
や
飲
食
店
な
ど
は
、
非

や
す
ら
ぎ
を
得
ら
れ
る
よ
う
な
し
つ
ら
い
を
作
り
出
す
。
人
々
は
家
以
外

2
 



ら
ぐ
の
だ
ろ
う
か
。

人
々
は
そ
の
試
練
に
向
き
合
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う

C

一

ホ

一

初
め
て

11ま
う
こ
と
が
で
き
る
の
て
は
な
い
た
ろ
う
か
。

ま
た

し
か
な
い
。

＿

ハ

一

川
上
雅
f
「
家
庭
と
い
う
時
窄
』
に
よ
る

い
つ
も
と

た
演
出
で
あ
り
、
配
慮
さ
れ
た
時
空
て
あ
る
と
わ
か
っ
て
い
な
が
ら
、
く
つ
ろ
き
や
す
ら
く
気
分
に
瞬
時
て
も
誘
わ
れ
る
こ
と
を
楽

し
む
。
し
か
し
、
家
庭
を
想
起
さ
せ
る
擬
似
空
間
が
や
す
ら
ぎ
の
本
拠
と
な
り
え
な
い
の
は
、
そ
の
空
間
か
そ
こ
に
い
る
人
間
に
と

っ
て
は
ひ
と
と
き
で
あ
り
一

C

一
て
あ
る
か
ら
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
自
ら
が
積
み
重
ね
て
き
た
歴
史
や
時
間
そ
の

も
の
を
全
面
的
に
十
分
に
委
ね
ら
れ
な
い
の
て
あ
る
。
人
間
は
環
境
を
移
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
つ
ど
異
な
る
体
験
を
さ
せ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

日
常
て
は
学
校
や
職
場
、
家
庭
な
ど
で
そ
の
場
に
対
応
す
へ
く
心
身
の
緊
張
や
弛
緩
を
繰
り
返
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
個
々
の
時
空
に
お
け
る
体
験
や
歴
史
は
、
家
庭
に
居
る
時
間
と
は
比
へ
も
の
に
な
ら
な
い
く
ら
い
小
さ
な
存
在
て

ボ
ル
ノ
ー
は
人
間
の
住
む
空
間
を
内
部
字
間
と
外
部
空
間
と
い
う
よ
う
に
、

ウ
チ
と
ソ
ト
を
分
け
て
考
え
、
外
部
牢
間
は
常
に
内

部
空
間
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
、
家
庭
は
と
も
す
る
と
緊
張
や
厳
し
さ
を
強
い
る
外
的
空
間
か
ら
の
シ
ェ
ル
タ
ー
の
よ
う
な
役
割
も

担
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。
確
か
に
、
現
代
社
会
の
生
活
の
一
部
が
こ
う
し
た
側
血
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
か
、
内

部
空
間
そ
れ
自
身
が
、
す
て
に
家
庭
崩
壊
な
ど
で
や
す
ら
い
た
空
聞
に
も
な
り
得
て
い
な
い
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
外
出
が
制
限
さ
れ
、
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
在
宅
勤
務
や
授
業
と
い
う
状
況
に
な
る
と
、
外

部
空
間
に
在
っ
た
も
の
が
家
庭
と
い
う
内
部
空
間
に
一
気
に
侵
入
し
て
く
る
事
態
か
生
し
て
き
た
。

疎
外

(ali
e
n
at
i

o
n
)

は
本
来
、
自
分
か
そ
こ
に
居
な
が
ら
目
分
自
身
を
見
出
す
こ
と
の
て
き
な
い
、
世
界
と
自
分
と
の
よ
そ
よ

そ
し
い
関
係
に
あ
る
状
態
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
今
日
で
は
、
疎
外
が
外
部
空
間
の
み
な
ら
す
内
部
空
間
に
も
生
し
、

は
異
な
る
外
部
空
間
に
避
難
し
た
り
、

w
e
b
上
の
ハ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
に
安
白
i
と
平
穏
を
求
め
る
こ
と
も
ま
れ
な
こ
と
て
は
な
く

D
 

な
っ
た
。
す
で
に
ウ
チ
と
ソ
ト
と
い
う
概
念
は
突
き
破
ら
れ
、
家
庭
自
体
も
ど
こ
か
に
漂
流
し
て
い
る
と
も
い
え
る

C

＿

二

＿
そ
し
て
何
よ
り
人
間
が
な
か
な
か
主
位
に
汀
て
な
い
ウ
イ
ル
ス
の
出
現
は
、
人
間
の
生
や
死
に
対
す
る
根
本
的
な
恐
れ
や
不
安
、

畏
れ
を
露
呈
さ
せ
て
し
ま
っ
た
と
い
え
よ
う
。
今
ま
で
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
何
も
の
か
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
生
活
世
界
へ

の
根
本
的
な
信
頼
が
不
安
定
に
な
っ
た
の
て
あ
る
。
人
間
が
柑
界
の
中
心
て
あ
る
と
い
う
人
間
観
は
す
て
に
過
去
の
も
の
に
な
り
つ

つ
あ
る
。
現
実
に
は
人
間
か
世
界
の
中
心
と
な
っ
て
秩
序
つ
け
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
る
か
、
そ
れ
は
根
源
的
な
世
界
を
皿
視

し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
人
間
を
中
心
に
据
え
、
憔
界
の
事
物
を
遠
近
法
的
に
価
値
つ
け
る
こ
と
を
一
日
排
除
し
、

れ
ぞ
れ
が
固
有
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
世
界
、
こ
の
固
有
な
憔
界
を
尊
菫
し
て
こ
そ
人
間
が
包
ま
れ
て
い
る
世
界
の
中
て
、

近
代
社
会
は
「
欲
求
の
充
足
」
を
―
つ
の
ハ
ロ
メ
ー
タ
ー
と
し
て
き
た
か
、
と
も
す
る
と
傲
慢
な
人
間
の
態
度
を
助
長
す
る
こ
と

に
も
通
じ
て
い
た
。
そ
の
世
界
に
住
ま
う
と
い
う
こ
と
は
支
配
す
る
こ
と
て
も
な
く
、
持
つ
こ
と
て
も
な
い
。
自
然
に
対
す
る
保
護

者
と
し
て
、
共
に
在
る
者
と
し
て
、
人
間
自
ら
の
位
置
を
捉
え
な
お
す
こ
と
に
よ
り
、
祉
界
へ
の
配
慮
や
畏
敬
の
念
が
出
て
く
る
の

で
あ
る
。

コ
ロ
ナ
禍
で
大
き
な
崩
壊
か
牛
じ
る
家
庭
も
あ
れ
ば
、
そ
う
て
は
な
く
関
係
性
や
仕
り
方
を
問
い
直
す
家
庭
も
あ
る

3

今、

な
お
家
庭
が
厳
し
い
状
況
に
在
る
時
、
同
家
は
支
援
も
す
る
か
、
時
に
家
庭
は
国
家
の
基
盤
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

権
力
者
と
し
て
の
他
者
で
あ
る
国
家
に
管
坪
さ
れ
介
人
さ
れ
利
用
さ
れ
る
存
在
に
も
な
り
得
る
。
冒
頭
の
問
い
、
「
S
T
A
Y

b
 

H
O
M
E
」
と
い
う
ピ
ョ
ウ
ゴ
に
箔
者
が
こ
た
わ
っ
た
の
は
、
人
間
と
し
て
の
自
由
と
独
自
性
か
家
庭
に
在
る
と
信
し
た
い
と
思
う

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ

ホ
ー
ム
は
ス
テ
イ
せ
す
に
こ
の
ま
ま
漂
油
し
て
ゆ
く
か
も
し
れ
な
い
。
私
た
ち
は
い
っ
た
い
ど
こ
て
や
す
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問
四

問
工

傍
線
部

a
「
カ
ン
テ
ツ
」
、
傍
線
部
b

「
ヒ
ョ
ウ
ゴ
」

の
カ
タ
カ
ナ
に
あ
て
は
ま
る
漢
字
を
楷
書
で
記
せ
。

空
欄
一

A

一
に
あ
て
は
ま
る
語
旬
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
i
オ
の
中
か
ら
ー
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を

傍
線
部
B

「
こ
の
ハ
イ
テ
ノ
ガ
ー
の
気
分
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
理
性
や
意
識
に
対
し
て
の
否
定
的
な
見
解
と
も
と
れ
る
も

の
で
あ
り
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
点
が
「
否
定
的
」
て
あ
る
の
か
、
そ
の
内
容
と
し
て
あ
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
も
の
を
、

気
分
が
人
間
の
精
神
状
態
に
お
い
て
他
者
か
ら
の
影
響
で
や
す
ら
ぎ
や
く
つ
ろ
ぎ
を
生
み
出
す
と
、
家
庭
や
学
校
で
教
育
に

よ
っ
て
形
作
ら
れ
た
理
性
や
意
識
に
よ
る
判
断
が
揺
ら
い
で
し
ま
う
古
い
。

気
分
は
本
来
、
人
間
の
梢
神
生
活
に
お
い
て
は
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い
も
の
で
あ
り
、
理
性
や
意
識
は
そ
の
形
成
過
程
が
明

ら
か
な
の
て
、
双
方
を
比
較
す
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
点
。

気
分
が
人
間
の
精
神
柑
界
に
お
い
て
果
た
す
役
割
は
幼
少
期
の
感
覧
に
限
定
さ
れ
て
い
る
が
、
坪
性
や
意
識
は
大
人
の
判
断

気
分
は
人
間
の
精
神
状
態
に
お
い
て
他
者
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
移
ろ
い
や
す
い
の
に
対
し
て
、
理
性
や
意
識
は
人
生
経
験

気
分
が
人
間
の
精
神
活
動
に
お
い
て
根
源
的
な
も
の
と
し
て
形
作
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
学
び
や
出
会
い
に
よ
っ
て
も
た
ら

さ
れ
た
理
性
や
意
識
の
影
響
は
、
よ
り
軽
い
も
の
に
止
ま
る
と
い
う
点
。

オ

窄
欄
＿

C

＿
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
二
字
以
上
五
字
以
内
の
漢
字
で
記
せ
。

に
よ
っ
て
体
得
さ
れ
る
の
で
変
え
よ
う
が
な
い
点
。

や
行
動
の
規
範
を
形
成
す
る
支
配
力
を
持
っ
て
い
る
点
。

ウ イ ア
次
の
ア
i
オ
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
せ
。

オ
受
動
的
な
感
覚
に
惜
ら
さ
れ
存
在
す
る

工
根
源
的
な
時
空
に
護
ら
れ
て
存
在
す
る

ウ
可
変
的
な
関
係
に
操
ら
れ
て
存
在
す
る

イ
原
初
的
な
言
葉
に
規
定
さ
れ
存
在
す
る

ア
宿
命
的
な
役
割
に
拘
束
さ
れ
存
在
す
る

記
せ
。

問 問
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才 工 ウ イ ア
問
七

問
六 工

コ
ロ
ナ
は
新
た
に
家
庭
内
の
結
束
を
促
す
こ
と
に
な
っ
た
。

家
庭
が
内
部
窄
間
で
あ
り
職
場
や
学
校
が
外
部
空
間
て
あ
る
と
い
う
区
分
け
の
意
識
は
、

S
N
S

の
個
人
生
活
に
果
た
す
役

割
の
増
大
や
、

う
こ
と
。

社
会
と
い
う
ソ
ト
で
の
緊
張
や
疲
労
を
、
家
庭
と
い
う
ウ
チ
の
い
や
し
や
く
つ
ろ
ぎ
の
時
空
間
て
解
消
す
る
と
い
う
構
図
自

体
が
、
近
代
社
会
の
幻
想
だ
っ
た
の
て
あ
り
、

S
N
S

の
登
場
に
よ
っ
て
個
人
は
家
庭
以
外
の
共
同
体
に
帰
属
意
識
を
持
ち
始

内
部
空
間
と
は
人
が
無
前
提
に
自
身
を
許
容
さ
れ
る
と
感
し
ら
れ
る
場
で
あ
り
、
交
渉
が
必
要
な
外
部
空
間
に
出
て
い
く
た

め
の
拠
点
て
あ
っ
た
が
、
核
家
族
化
が
進
む
に
従
っ
て
家
庭
は
そ
う
し
た
内
部
空
間
と
し
て
の
役
割
を
果
た
せ
な
く
な
っ
た
と

内
部
空
間
で
あ
る
家
庭
内
に
お
い
て
は
家
族
の
一
員
と
し
て
活
動
し
、
外
部
空
聞
で
あ
る
社
会
に
出
た
際
に
は
役
割
に
応
し

て
積
極
性
を
発
揮
す
る
と
い
う
了
解
は
揺
ら
ぎ
、
家
庭
も
ま
た
構
成
メ
ン
バ
ー
の
努
力
な
し
に
は
維
持
で
き
な
く
な
っ
た
と
い

う
こ
と
。

次
の
文
章
は
、
本
文
中
の
ど
こ
の
位
置
に
挿
入
す
る
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
か
。
本
文
中
の
空
欄
イ
i
ホ
の
中
か
ら
―
つ
選

び
、
そ
の
記
号
を
記
せ
。

そ
の
ヒ
で
家
庭
ほ
ど
お
お
よ
そ
衣
食
住
な
ど
の
人
間
の
生
に
関
わ
る
営
み
が
日
々
繰
り
返
さ
れ
、
共
有
し
あ
う
時
空
は
な
く
、

こ
こ
に
入
聞
の
家
庭
の
存
在
、

問
題
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
ア
i
オ
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
せ
。

「
S
T
A
Y
H
O
M
E
」
と
い
う
言
葉
が
コ
ロ
ナ
禍
に
あ
ち
こ
ち
て
語
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
守
る
た
め
に
家
族
間
に
深
い
亀

裂
を
生
し
た
ケ
ー
ス
も
多
く
、
家
庭
内
暴
力
の
増
加
な
ど
皮
肉
な
結
果
に
な
っ
た
。

近
代
社
会
は
利
益
の
追
求
の
た
め
に
個
人
が
家
庭
生
活
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
も
い
と
わ
な
か
っ
た
が
、
世
界
中
を
巻
き
込
ん

だ
コ
ロ
ナ
に
よ
っ
て
、
改
め
て
家
庭
が
立
ち
返
る
場
所
と
し
て
評
価
さ
れ
た
。

コ
ロ
ナ
後
の
人
間
は
世
界
の
中
心
で
あ
る
と
い
う
認
識
を
相
対
化
し
、
自
然
と
と
も
に
存
在
す
べ
き
で
あ
り
、
個
々
の
人
々

に
と
っ
て
家
庭
や
家
族
の
在
り
方
も
ま
た
見
直
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

オ ウ イ

家
庭
は
歴
史
の
変
化
に
は
耐
え
難
く
、
都
市
の
人
々
の
多
く
は
各
々
の
家
庭
を
守
る
こ
と
か
ら
離
脱
し
か
か
っ
て
い
た
が
、

人
間
は
目
分
目
身
て
愉
快
な
気
分
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
、
人
と
の
交
わ
り
に
よ
っ
て
意
識
を
変
え
得
る
の
で
、

そ
の
拠
点
と
し
て
家
庭
を
過
ご
し
や
す
い
場
に
す
る
べ
き
で
あ
る
。

い
う
こ
と
。

め
た
と
い
う
こ
と
。

と。

ア
問
五

傍
線
部
D

「
す
で
に
ウ
チ
と
ソ
ト
と
い
う
概
念
は
突
き
破
ら
れ
、
家
庭
自
体
も
ど
こ
か
に
漂
流
し
て
い
る
と
も
い
え
る
」
と

あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
あ
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
i
オ
の
中
か
ら
―
つ
選
ぴ
、
そ
の
記
号
を
記
せ
。

w
e
b
上
の
バ
ー
チ
ャ
ル
な
世
界
の
登
場
は
、
人
が
自
身
の
内
部
空
間
と
外
部
空
間
の
境
界
を
意
識
す
る
こ
と
の
意
味
を
失

わ
せ
、
家
庭
に
お
け
る
各
人
の
役
割
も
家
事
の
代
行
な
ど
で
交
換
可
能
な
も
の
と
な
っ
た
の
で
拘
束
力
が
低
減
し
た
と
い
う
こ

オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
在
宅
作
業
の
日
常
化
に
よ
っ
て
流
動
し
、
家
庭
の
あ
り
か
を
と
ら
え
づ
ら
く
な
っ
た
と
い

そ
の
独
自
性
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
い
。
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「
こ
の
堂
の
横
の
姿
の
美
し
さ
を
わ
た
く
し
は
知
ら
な
い
て
は
な
か
っ
た
。
か
つ
て
堂
の
西
側
の
松
林
の
な
か
に
立
っ
て
、

り
斜
め
う
し
ろ
か
ら
、
こ
の
主
の
古
典
的
な
、
堂
々
と
し
た
落
ち
つ
き
に
見
と
れ
た
時
に
も
、
あ
の
屋
根
の
力
強
さ
や
軽
さ
、
あ
の

a
 

柱
の
重
さ
や
朗
ら
か
さ
は
、
強
い
印
象
を
わ
た
く
し
に
与
え
た
。
し
か
し
あ
の
川
因
と
し
た
調
和
や
、
底
力
の
あ
る
優
し
味
や
、
朗

ら
か
な
厳
粛
な
ど
か
、
肘
根
や
柱
の
線
の
微
妙
な
釣
り
合
い
に
か
く
は
か
り
深
く
も
と
つ
い
て
い
る
と
は
気
つ
か
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
軒
端
の
線
か
向
端
に
半
っ
て
か
す
か
に
上
へ
彎
北
し
て
い
る
あ
の
曲
か
り
具
合
―
つ
に
も
、
屋
根
の
重
さ
と
柱
の
力
と
の
間
の

安
定
し
た
釣
り
合
い
を
表
現
す
る
有
力
な
契
機
が
ひ
そ
ん
て
い
る

3

天
平
以
降
の
と
の
時
代
に
も
、
こ
れ
た
け
微
妙
な
曲
線
は
造
れ

な
か
っ
た
。
そ
こ
に
働
い
て
い
る
の
は
優
れ
た
＿
A
＿
の
直
観
で
あ
っ
て
、
手
軽
に
模
倣
を
許
す
よ
う
な
型
に
は
ま
っ
た

以
t
の
唐
招
提
寺
側
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
和
辻
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
、
す
な
わ
ち
見
る
者
の
立
ち
位
置
に
応
じ
た
見
え

姿
の
違
い
に
つ
い
て
の
先
鋭
な
意
識
と
、
笑
が
立
ち
現
れ
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
ア
イ
テ
ィ
オ
ロ

（
原
因
論
的
）

な
分
析
て
あ
る
。
と
同
時
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
論
的
要
素
も
し
く
は
視
座
と
並
ん
で
注
目
さ
れ
る
の
は
、

c
 

こ
の
唐
招
提
寺
論
に
お
い
て
風

L
へ
の
注
目
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
犀
根
の
勾
配
の
「
美
し
い
調
和
」
に
つ
い
て
の
緻

る
」
（
同
）
と
述
べ
る
。

息
つ
く
か
の
よ
う
に
、

そ
の
眼
差
し
を
建
物
の
周
囲
に
向
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
人
き
い
松
の
林
が
こ
の
直
を
取
り
巻
い
て
い
て
、
何
と
も
言
え
ず
親
し
い
情
緒
を
起
こ
さ
せ
る
。
松
林
と
こ
の
建
築
と
の
間
に

は
確
か
に
ピ
ノ
タ
リ
と
合
う
も
の
が
あ
る
よ
う
て
あ
る
。
西
洋
建
築
に
は
、
た
と
え
ど
の
様
式
を
持
っ
て
米
て
も
、
か
ほ
ど
ま
で
松

の
情
緒
に
似
つ
か
わ
し
い
も
の
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
パ
ル
テ
ノ
ン
を
松
林
の
間
に
置
く
こ
と
は
不
可
能
て
あ
る
。
ゴ
シ
J
ク
の

寺
院
か
あ
の
優
し
い
松
の
枝
に
似
合
わ
な
い
こ
と
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
建
築
は
た
た
そ
の
国
土
の
都
巾
と
原
野
と
森
林
と

に
結
び
つ
け
て
考
え
る
へ
き
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
、
「
わ
れ
わ
れ
の
仏
寺
」
と
松
や
檜
の
関
係
性
を
示
唆
し
つ
つ
、
「
東
洋
の
木
造

建
築
か
そ
う
い
う
根
源
を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
文
化
の
相
違
を
風
土
の
相
違
に
ま
で
還
元
す
る
上
に
も
興
味
の
多
い
こ
と
で
あ

こ
の
和
辻
の
文
章
を
読
ん
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
か
つ
て
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ノ
ト
が
そ
の
論
考
『
ヨ
ー
ロ
ノ
パ
の
ニ
ピ
リ
ズ

ム
』
の
「
日
本
の
読
者
に
与
え
る
践
」
て
述
べ
た
辛
口
の
日
本
文
化
論
の
一
節
て
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
引
用
す
る
。

「
日
本
文
化
の
、
相
反
を
含
ま
な
い
統
一
と
単
一
性
は
、
事
実
上
、
多
く
の
確
因
た
る
伝
統
の
完
成
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
れ
に

し
て
も
こ
の
単
凋
な
統
一
性
の
内
部
に
は
、
安
定
せ
る
幾
つ
か
の
基
本
形
の
極
め
て
微
妙
な
変
化
と
修
飾
の
紐
限
の
多
様
性
か
発
展

し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
ヨ
ー
ロ

vハ
的
な
眼
と
耳
に
は
と
う
せ
詰
ら
な
い
も
の
に
見
え
る
。
そ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ノ
パ
人
の
感
覚
は
こ
う

し
た
感
じ
の
上
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
よ
り
も
寧
ろ
決
定
的
な
相
反
を
掴
む
か
ら
て
あ
る
。
或
は
、
讐
喩
を
以
て
云
う
な
ら
ば
、
色
と
物
の

固

い

は

っ

き

り

し

た

形

が

、

l

D

―

よ

う

な

日

本

の

湿

澗

な

風

土

に

比

べ

る

と

、

ヨ

ー

ロ

ソ

パ

の

精
神
生
活
の
牢
気
は
乾
燥
し
て
潤
い
か
肌
い
か
ら
で
あ
る
。
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
裸
の
巌
の
上
に
立
つ
人
理
白
の
神
殿
と
伊
勢
の
杜
な

る
木
造
り
の
神
宮
を
拝
し
た
こ
と
の
あ
る
人
に
は
、
争
者
の
こ
こ
に
謂
う
意
味
か
分
る
で
あ
ろ
う
。
」

こ
こ
で
レ
ー
ヴ
ィ
J
卜
は
日
本
文
化
と
ヨ
ー
ロ
ノ
パ
の
そ
れ
を
比
較
し
、
前
者
の
特
徴
が
「
相
反
を
含
ま
な
い
統
一
と
単

に
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
「
決
定
的
な
相
反
を
掴
む
」
と
こ
ろ
に
そ
の
特
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
そ
の
相
違
は
ま
た
「
湿

潤
」
と
「
乾
燥
」
（
和
辻
の
三
類
塑
て
は
「
沙
漠
」
に
割
り
振
ら
れ
て
い
る
が
）

深
い
の
は
、
和
辻
と
回
し
く
向
者
の
対
照
の
例
と
し
て
「
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
裸
の
巌
の
上
に
立
つ
人
理
石
の
神
殿
」
す
な
わ
ち
パ
ル

密
な
分
析
を
終
え
た
和
辻
は

ジ
カ
ル

l
B
li
二
の
技
術
で
は
な
い
」
（
『
古
寺
巡
礼
』

和
辻
は
一
1

n

うこ

か
、
し
か
し
思
い
か
け
ず
日
の
前
に
開
け
た
の
は
、
「
全
処
新
し
い
美
」

冒
頭
、
和
止
は

唐
招
提
寺
の
建
葵
美
の
分
析
は

次
の
文
章
を
読
ん
て
、
後
の
問
い
に
答
え
よ
。

の
対
照
と
し
て
も
表
現
さ
れ
る
が
、
こ
こ
て
興
味

で
あ
っ
た

3

性」

『
占
寺
巡
礼
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
建
築
論
の
中
て
も
中
核
的
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
る
か
、

そ
の
分
析
の
中
で
方
法
論
的
観
点
か
ら
見
て
ま
ず
庄
目
さ
れ
る
の
は
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
の
重
視
て
あ
る
。
そ
の
唐
招
提
寺
論
の

行
か
正
血
か
ら
て
は
な
く
、
横
の
門
か
ら
入
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
れ
は
疲
労
の
た
め
と
さ
れ
て
い
る

や
は

6
 



B

ア

趣

味

人

イ

研

究

者

ウ

初

心

者

工

優

等

生

オ

エ

匠

A

ア

評

論

家

イ

芸

術

家

ウ

問
九

問
八

エ

教

育

者

オ

資

本

家

ニ
嶋
輝
夫
『
和
辻
哲
郎
建
築
と
風
土
』
に
よ
る

E
 

テ
ノ
ン
が
持
ち
出
さ
れ
、
伊
勢
神
宮
と
対
比
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
事
実
は
、
和
辻
と
レ
ー
ヴ
ィ
ノ
ト
が
日
本
文
化
と
ヨ

ー
ロ
ソ
パ
文
化
の
異
質
性
に
つ
い
て
同
様
の
直
観
を
抱
い
て
い
た
こ
と
を
物
語
る
が
、
大
き
く
異
な
る
の
は
、

本
文
化
を
「
ヨ
ー
ロ

V
ハ
的
な
眼
と
耳
に
は
ど
う
せ
詰
ら
な
い
も
の
」
と
切
り
捨
て
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
和

よ
う
に
、

辻
は
建
槃
を
始
め
と
す
る
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
文
化
を
極
め
て
高
く
評
価
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
す
ぐ
次
に
見
る

F
 

い
わ
ば
「
西
欧
の
優
越
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。

例
え
ば
、
和
辻
は
唐
招
提
寺
金
堂
の
屋
板
の
曲
線
の
美
し
さ
を
称
揚
し
、

、
、
、
、
、
、

「
正
面
か
ら
見
る
と
こ
の
棠
の
端
止
な
美
し
さ
が
著
し
く
目
に
立
つ
。
そ
れ
は
堂
の
前
面
の
柱
か
、
ギ
リ
シ
ア
建
築
の
前
廊
の
柱

の
よ
う
に
、
柱
と
し
て
独
立
し
て
立
っ
て
い
る
か
ら
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
屋
根
の
曲
線
の
大
き
い
静
け
さ
も
こ
の
点
に
あ
ず
か

っ
て
力
が
あ
る
て
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
種
の
間
線
は
ギ
リ
シ
ア
の
古
代
建
築
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

曲
線
に
は
こ
れ
ほ
ど
静
か
な
落
ち
つ
き
は
感
ぜ
ら
れ
な
い
。
尖
角
に
化
し
て
行
こ
う
と
す
る
ゴ
シ
ソ
ク
建
槃
の
曲
線
は
全
く
別
種
の

芙
を
現
わ
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
曲
線
の
端
仔
な
美
し
さ
は
東
洋
建
築
に
特
殊
な
も
の
と
認
め
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
こ
の
金
堂

は
東
洋
に
現
存
す
る
建
築
の
う
ち
の
最
高
の
も
の
て
あ
る
。
」
（
同
）

と
は
一
百
え
、
先
に
指
摘
し
た
和
辻
の
建
簗
論
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
方
法
論
的
要
素
は
、
日
本
と
は
異
な
る
イ
タ
リ
ア
の
古
寺
の
分

金
堂
に
続
い
て
、
和
辻
は
講
堂
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

「
こ
の
講
堂
は
も
と
奈
良
の
京
の
朝
集
殿
て
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
和
銅
年
間
奈
良
京
造
営
の
際
の
建
築
で
あ
る
。
し
か
し
現
在
の

建
築
に
は
天
平
の
気
分
は
ほ
と
ん
ど
認
め
ら
れ
な
い
。
鎌
倉
時
代
の
修
繕
の
際
に
構
造
を
ま
て
変
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
全

体
の
感
じ
は
恐
ら
く
原
物
と
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
内
部
の
柱
や
天
井
は
天
平
の
ま
ま
だ
そ
う
で
あ
る
。
堂
の
外

観
が
与
え
る
印
象
は
む
し
ろ
藤
原
時
代
の
デ
リ
ケ
ー
ト
な
美
し
さ
に
近
い
。
」
（
同
）

こ
の
記
述
て
注
目
す
べ
き
点
は
、
「
現
在
の
建
築
」
と
「
原
物
」
の
対
比
、
言
い
換
え
れ
ば
「
現
状
」
と
「
原
状
」
の
対
比
、

の
ギ
ャ
ノ
プ
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
は
桂
離
宮
論
に
お
い
て
も
、
重
要
な
要
素
と
な
る
。

傍
線
部

a
「
渾
然
」
、
傍
線
部
b

「
稀
」
の
読
み
を
カ
タ
カ
ナ
で
記
せ
。

空

欄

一

A

＿

・

＿

B

＿
に
あ
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
i
オ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ

れ
―
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
せ
。

預
言
者

析
に
お
い
て
も
大
い
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

調
し
て
い
る
。

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
日

b
 

そ
の
美
が
世
界
に
も
類
い
稀
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
強

ロ
ー
マ
建
築
のそ

7
 



工

独
自
性
に
差
異
を
見
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

オ

建
築
に
お
け
る
日
本
文
化
と
ヨ
ー
ロ

vハ
文
化
を
把
握
す
る
判
断
基
準
と
し
て
、
色
彩
と
フ
ォ
ル
ム
の
か
も
し
た
す
空
間
の

に
差
異
を
見
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

ウ ィ
て
評
価
す
る
こ
と
。

空
欄
一

D

―
に
あ
て
は
ま
る
語
旬
に
つ
い
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
i
オ
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
そ
の

記
号
を
記
せ
。

記
憶
の
中
の
過
去
の
形
を
呼
び
覚
ま
し
時
空
を
超
え
て
し
ま
う

傍
線
部
E

「
和
辻
と
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
が
日
本
文
化
と
ヨ
ー
ロ
ソ
パ
文
化
の
異
質
性
に
つ
い
て
同
様
の
直
観
を
抱
い
て
い

た
」
と
あ
る
が
、

そ
の
内
容
と
し
て
あ
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
i
オ
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記

建
築
に
お
け
る
日
本
文
化
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
化
を
把
握
す
る
判
断
基
準
と
し
て
、
空
間
認
識
と
し
て
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を

意
識
す
る
か
否
か
に
差
異
を
見
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

建
築
に
お
け
る
日
本
文
化
と
ヨ
ー
ロ
ノ
パ
文
化
を
把
握
す
る
判
断
某
準
と
し
て
、
そ
れ
ま
で
の
時
代
に
培
わ
れ
た
伝
統
へ
の

異
議
申
し
立
て
の
有
無
に
差
巽
を
見
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

建
築
に
お
け
る
日
本
文
化
と
ヨ
ー
ロ
ノ
パ
文
化
を
把
握
す
る
判
断
基
準
と
し
て
、

境
に
お
け
る
湿
度
の
多
寡
に
差
異
を
見
い
出
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

建
斐
に
お
け
る
日
本
文
化
と
ヨ
ー
ロ

V
ハ
文
化
を
把
握
す
る
判
断
基
準
と
し
て
、
建
造
物
の
機
能
性
と
装
飾
性
の
バ
ラ
ン
ス

ア
せ。

問
十 オ

曲
線
に
よ
り
構
成
さ
れ
た
屋
根
が
風
雨
を
手
な
づ
け
て
し
ま
う

工
凡
て
を
包
み
凡
て
に
滲
み
込
む
霧
と
霧
の
中
に
消
え
て
し
ま
う

ウ
松
や
檜
な
ど
の
樹
木
に
彩
ら
れ
大
自
然
と
一
体
化
し
て
し
ま
う

イ ア
木
造
建
築
で
あ
る
た
め
に
環
境
と
境
目
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う

問
十 オ 工 ウ ィ ア

問
十

寺
院
の
美
を
構
造
物
と
し
て
の
特
徴
と
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
外
光
な
ど
季
節
の
変
化
に
よ
っ
て
情
趣
が
加
わ
る
も
の
と
し

Jと。
jと。 傍

線
部
C

「
風
土
へ
の
注
目
も
ま
た
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
後
の
文
章
の
中
で
、
具
体
的
に
は
ど
の

よ
う
な
こ
と
を
指
し
て
い
る
か
。
そ
の
内
容
と
し
て
あ
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
！
オ
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、

そ
の
記
号
を
記
せ
。

寺
院
の
美
を
建
造
物
単
体
と
し
て
で
は
な
く
、

る
こ
と
。

日
本
の
気
候
風
土
に
育
ま
れ
た
松
や
楢
と
の
取
り
合
わ
せ
に
お
い
て
評
価
す

寺
院
の
美
を
屋
根
の
勾
配
と
い
っ
た
部
分
と
し
て
で
は
な
く
、
伽
藍
全
体
の
調
和
の
中
で
捉
え
直
し
て
評
価
す
る
こ
と
。

寺
院
の
美
を
建
築
様
式
が
牛
み
出
す
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

H
本
の
古
来
か
ら
の
精
神
性
か
宿
る
も
の
と
し
て
評
価
す
る

寺
院
の
美
を
外
形
と
し
て
で
は
な
く
、
柱
や
屋
根
な
と
構
造
物
の
資
材
が
日
本
の
風
土
の
中
て
生
ま
れ
た
こ
と
を
評
価
す
る

テ
サ
イ
ン
に
見
ら
れ
る
背
反
の
意
識
や
環
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を
注
ぎ
、
そ
の
差
異
を
丁
寧
に
辿
る
と
い
う
方
法
を
駆
使
し
た
。

オ
っ
て
日
々
創
ら
れ
て
い
る
。

ェ
問
十
三

傍
線
部
F
「
「
西
欧
の
優
越
」
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
」
そ
の
内
容
と
し
て
あ
て
は
ま
る
最
も
適
切

唐
招
提
寺
金
堂
の
美
し
さ
に
は
、
柱
の
形
状
な
ど
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
建
築
か
ら
影
響
を
う
け
て
い
る
箇
所
か
少
な
く
な

い
が
、
影
響
を
受
け
た
こ
と
で
優
位
に
置
か
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。

唐
招
提
寺
金
堂
の
屋
根
や
前
面
の
柱
は
、
他
の
ど
れ
と
も
比
較
す
る
こ
と
の
て
き
な
い
唯
一
鯛
比
の
も
の
な
の
で
、
西
欧
の

唐
招
提
寺
金
堂
の
芙
的
な
価
値
を
表
現
す
る
た
め
に
は
、
客
観
的
な
尺
度
が
不
可
欠
て
あ
る
が
、

に
お
い
て
日
本
に
勝
る
西
欧
の
基
準
に
合
わ
せ
る
必
要
は
な
い
。

唐
招
提
寺
金
堂
の
端
正
な
美
し
さ
を
、
原
因
論
的
に
説
明
す
る
た
め
に
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
の
建
繁
と
比
較
対
照
し
て
は
い

る
が
、
西
欧
の
建
築
を
先
行
す
る
本
米
あ
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
い
な
い
。

唐
招
提
寺
金
堂
は
屋
根
の
曲
線
美
に
お
い
て
東
洋
の
建
造
物
の
筆
頭
に
位
置
す
る
が
、
そ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
や
ロ
ー
マ
な
ど
西

問
題
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
ア
i
オ
の
中
か
ら

l

つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
せ
。

ヨ
ー
ロ
ノ
パ
の
建
築
評
論
家
に
と
っ
て
、

日
本
の
建
築
は
そ
の
装
飾
の
鉦
限
の
多
様
性
に
よ
っ
て
注
日
を
集
め
た
が
、
和
辻

和
辻
哲
郎
の
観
察
眼
は
、
全
体
像
を
と
ら
え
る
こ
と
に
留
ま
ら
ず
、
と
も
す
れ
は
見
落
と
し
が
ち
な
職
人
の
細
部
に
わ
た
る

和
辻
哲
郎
の
、
建
築
を
視
座
と
し
て
日
本
文
化
と
西
欧
文
化
と
を
比
較
対
照
す
る
と
い
う
人
胆
な
文
明
論
は
、
そ
れ
が
歴
史

の
展
開
を
映
す
鏡
て
あ
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。

建
造
物
の
有
機
性
は
、
建
立
当
初
に
設
計
さ
れ
る
の
て
は
な
く
、

和
辻
哲
郎
は
建
築
物
の
美
を
評
価
す
る
際
に
、

そ
れ
を
改
良
し
な
が
ら
後
但
に
伝
え
て
来
た
者
た
ち
に
よ

そ
れ
が
牛
み
出
さ
れ
た
時
点
と
現
存
し
て
い
る
現
時
点
の
双
方
に
ま
な
ざ
し

〔
以
下
余
杓
〕

ウ
技
巧
が
も
た
ら
す
効
果
に
つ
い
て
も
及
ん
で
い
る
。

イ
哲
郎
か
ら
す
れ
は
そ
れ
は
見
叫
外
れ
な
評
価
基
準
て
あ
っ
た
。

ア
問
十
四 欧

の
建
築
の
美
し
さ
と
は
餌
関
係
て
あ
る
。

才 工 ゥ
建
築
物
と
比
較
す
る
こ
と
は
愚
か
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

イ ア
な
も
の
を
、
次
の
ア
ー
オ
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
記
せ
。

そ
の
た
め
に
建
築
の
歴
史

，
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番号

ll•••I— 
カナ氏名

氏名

I 
（所定欄以外に番号・氏名を書いてはならない）

2 0 2 3年度

国 五
口

1

1

1

1

"
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問
十
四

問
十
二

D

問
十
三

D

問

十
問

十

問

九
問

八

2 0 2 3年度

国 五
口

1

1

1

1

"

 

（解答用紙）

No・［コ／E］
採点欄

ロ
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