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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
a

閑
題
は

2
i
ll
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
試
験
中
に
問
題
冊
子
の
即
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
。

解
答
は
す
べ
て

H
B
の
黒
鉛
筆
ま
た
は

H
B
の
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
で
記
入
す
る
こ
と
。

4

マ
ー
ク
解
答
用
紙
記
入
上
の
注
意

(

1

)

印
刷
さ
れ
て
い
る
受
験
番
号
が
、
自
分
の
受
験
番
号
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
設
し
た
う
え
で、

氏
名
欄
に
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

(

2

)

マ
ー
ク
欄
に
は
は
っ
き
り
と
マ
ー
ク
す
る
こ
と
。
ま
た
、
訂
正
す
る
場
合
は
、
消
し
ゴ
ム
で
丁
寧
に
、

消
し
残
し
が
な
い
よ
う
に
よ
く
消
す
こ
と
。

言
且

0

]

[

O

[

]

0

□
＿

5

記
述
解
答
用
紙
記
入
上
の
注
意

(

1

)

記
述
解
答
用
紙
の
所
定
欄
(

2

カ
所
）
に
、
氏
名
お
よ
び
受
験
番
号
を
正
確
に
丁
寧
に
記
入
す
る
こ
と。

(

2

)

所
定
欄
以
外
に
受
験
番
号
・
氏
名
を
記
入
し
た
解
答
用
紙
は
採
点
の
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

(

3

)

受
験
番
号
の
記
入
に
あ
た
っ
て
は
、
次
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
。

―
数
字
見
本
一
。
＿

□]□]□
[□

l

□]
□口
口
]口

受
験
番
号
は
右
詰
め
で
記
入
し
、
余
白
が
生
じ
る
場
合
で
も
受
験
番
号
の
前
に
「

0
」
を
記
入
し
な

い
こ
と
。
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2
 

ー

ロ

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

点
の
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

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

注

意

事

項

国
2
0
2
3年
度

所
定
欄
以
外
に
何
か
を
記
入
し
た
解
答
用
紙
は
採

（

問

題

）
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ウ
ェ
ー
バ
ー

）
の
あ
た
り
か
ら
（
新
）
歴
史
学
派
の
グ
ス
タ
フ
・
シ
ュ
モ
ラ
ー

キ
張
す
る
こ
と
の
愚
を
戒
め
て
い
る
。

次
の
文
章
は
、
社
会
を
理
解
す
る
た
め
の
知
識
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
文
章
か
ら
、

社
会
を
理
解
す
る
た
め
の
知
識
の
性
質
を
区
別
す
る
、
分
け
る
、
と
い
う
点
で
、
社
会
科
学
的
な
第

ラ
ン
ド
の
啓
蒙
思
想
家
た
ち
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
を
強
調
す
る
、

九
八
0

)

い
う
論
文
て
社
会
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
歴
史
主
義

(
h
is
to
r
ic
is
m
)

と
進
化
主
義

(
e
v
o
l
u
tio
n
is
m
)

を
区
別
し
て
論
じ
た
。

レ
ー
マ
ン
の
論
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
進
化
主
義
は
理
論
的
・
推
論
的
な
歴
史
で
あ
り
、
常
に
一
般
化
と
演
繹
的
作
業
を
伴
っ
て

い
る
。
歴
史
の
一
回
生
起
的
な
性
格
を
菫
視
せ
ず
、
事
実
に
重
き
を
置
く
と
い
う
傾
向
は
な
い
。
他
方
、
歴
史
主
義
は
個
々
の
孤
立
的
な
事

実
を
記
録
し
た
り
、
具
体
的
な
事
象
や
状
況
を
記
述
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
働
い
て
い
る
連
続
性
や
因
果
関
係
を
定
立
し
よ
う
と
す

る
。
し
か
し
そ
の
際
、
常
に
経
験
的
事
実
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
こ
と
、
固
有
性
、
唯
一
性
を
重
視
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
知
識
獲
得
の
方
式
を
、
進
化
主
義
は
法
則
定
立
的

(
n
o
m
o
th
e
tic)
、
歴
史
主
義
は
個
別
事
例
研
究
的
(
id
iogra
p
h
ic)
と

一
九
世
紀
の
経
済
学
の
中
に
も
実
は
明
確
に
存
在
し
た
。
も
ち
ろ
ん
結
果
と
し
て
は
、
進
化
主
義
の
法
則
定
立
的
側

a
 

血
が
経
済
学
の
主
流
を
占
め
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
経
済
学
の
母
国
イ
ギ
リ
ス
で
は
個
別
事
例
研
究
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
も
厳
然
と
そ
の
メ
イ

ミ
ャ
ク
を
保
っ
て
い
た
。

一
九
世
紀
後
半
の
経
済
理
論
と
経
済
学
方
法
論
の
著
作
で
こ
の
知
識
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
の
は
、
カ
ー
ル
・
メ
ン
ガ
ー

一
九
ニ
-
)

一
部
を
抜
粋
し
た
も
の
で
あ

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
啓
蒙
思
想
の
研
究
者
w
.
C
・
レ
ー
マ
ン

（
一
八
八
八

は
、
Jo
h
n
M
illar,'̂

His
to
r
ic
a
l
 
S
o
c
io
l
o
g
i
咎
S
o
m
e
R
e
m
a
r
k
a
b
l
e
 
A
ntic
ipa
tio
n
s
 of
 M
o
d
e
r
n
 S
o
c
iolo
g
y
"
と

る
。
こ
れ
に
加
う
る
に
、

（
一
八
四

0
1

で
あ
る
。
メ
ン
ガ
ー
は
『
社
会
科
学
と
く
に
経
済
学
に
お
け
る
諸
方
法
の
研
究
』
(
-
八
八
三
）
の
最
初
の
部
分
で
二

I

-

せ
つ
ぜ
ん

経
済
学
」
と
、
正
確
な
法
則
を
伴
っ
た
「
＿

I
l
_
経
済
学
」
と
を
戟
然
と
区
別
し
て
い
る
。
こ
れ
は
メ
ン
ガ
ー
自
身
が
、
科
学
的
知
識
を

二
つ
の
ク
ラ
ス
に
分
け
て
い
た
こ
と
と
パ
ラ
レ
ル
で
あ
る
。
二
皿
＿
」
、
歴
史
的
、
統
計
的
知
識
と
、
二

N

-
」
、
理
論
的
知
識
で
あ

メ
ン
ガ
ー
は
第
三
の
範
疇
と
し
て
応
用
実
技
や
実
践
科
学
的
な
も
の
も
考
え
て
い
た
よ
う
だ
。
い
ず
れ
に
せ
よ
こ

れ
ら
三
つ
の
知
識
は
そ
の
性
格
を
異
に
す
る
が
ゆ
え
に
、
厳
密
に
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
経
済
理
論
や
政
策
に
つ
い
て
唯
一
の
方
法
を

が
始
ま
る
。

ニ
八
三
八
ー
一
九
一
七
）
と
の
方
法
論
争

(
M
e
th
o
d
e
n
s
tr
e
it)

メ
ン
ガ
ー
を
代
表
と
す
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
の
経
済
理
論
は
元
来
、
経
験
の
外
に
あ
る
「
認
識
に
よ
る
知
識
」
と
い
う
カ
テ

コ
リ
ー
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
一
＞
一
な
「
内
省
(
in
tr
o
s
p
e
c
tio
n
)
」
に
よ
っ
て
経
済
主
体
の
一

VI

―
経
済
合
理

性
を
仮
定
す
る
一
種
の
「
先
験
主
義
哲
学
」
で
あ
る
点
が
、
歴
史
学
派
の
個
別
性
を
強
調
す
る
立
場
と
基
本
的
に
異
な
る
。

歴
史
学
派
が
現
れ
た
背
景
に
は
、
リ
カ
ー
ド
あ
る
い
は
古
典
派
経
済
学
の
素
朴
な
追
随
者
た
ち
の
中
に
、
近
代
の
普
遍
的
な
自
然
法
思
想

に
基
づ
い
た
、
抽
象
的
、
演
繹
的
な
合
理
性
貰
徹
の
「
普
遍
史
」
と
い
う
思
想
が
支
配
的
に
な
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の

経
済
学
か
ら
歴
史
観
を
取
り
去
っ
た
よ
う
な
古
典
派
経
済
学
に
対
し
、
国
と
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
具
体
的
な
個
別
性
•
特
殊
性
を
重
視
し

て
、
政
策
の
妥
当
性
を
論
じ
る
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
す
る
も
の
だ
。
歴
史
学
派
の
主
張
に
は
、
理
性
を
思
考
の
基
礎
に
置
い
た
フ
ラ
ン
ス

の
啓
蒙
思
想
が
一
九
世
紀
の
経
済
学
に
も
濃
い
影
を
落
と
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
へ
の
反
省
と
い
う
側
面
も
あ
っ
た
。

た
だ
し
、

メ
ン
ガ
ー
と
シ
ュ
モ
ラ
ー
の
「
方
法
論
争
」
は
、
重
点
の
置
き
ど
こ
ろ
の
違
い
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
ベ
ー
ス
に
あ
る
、
「
客

観
的
な
認
識
」
、
あ
る
い
は
「
客
観
的
な
証
拠
」
と
は
何
か
と
捉
え
直
す
こ
と
も
可
能
だ
。
そ
う
し
た
問
題
に
目
を
向
け
た
の
が
マ
ノ
ク
ス

（
一
八
六
四
ー
一
九
二
0

)

で
あ
っ
た
。
「
客
観
性
」
を
ど
う
考
え
る
の
か
。
政
策
科
学
の
分
野
で
用
い
ら
れ
る
「
証
拠
に

基
つ
く
政
策

(
E
B
P
:
E
v
id
e
n
c
e
,
B
a
s
e
d
 P
o
l
ic
y
)
」
と
い
う
手
法
と
の
関
連
で
、
改
め
て
振
り
返
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

※
近
年
、
経
済
学
の
分
野
で
も
、
「
証
拠
に
基
づ
く
政
策

(
E
B
P
)
」
と
い
う
一
酉
葉
が
よ
く
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
証
拠

(
e
v
id
e
n
c
e
)

な
し
に
主
張
す
る
よ
り
も
、
証
拠
の
あ
る
方
が
、
侶
頼
性
が
高
く
説
得
力
も
増
す
と
い
う
意
味
で
は
、
証
拠
に
基
づ
く
経
済

2
 

の
重
要
性
は
否
定
す
べ
く
も
な
い
。
し
か
し
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な

政
策

(
E
B
E
P
:
E
vi
d
e
n
c
e
,
B
a
s
e
d
 E
c
o
n
o
mi
c
 P
o
l
i
cy
)

 

さ
そ
う
だ
。

「
証
拠
に
基
づ
く
政
策
」
と
い
う
言
葉
は
、
元
は
医
療
や
診
療
の
場
で
生
ま
れ
た
「
エ
ビ
デ
ン
ス
に
基
づ
く
医
療
」
に
由
来
し
て
い
る
。

医
療
研
究
で
得
ら
れ
た
十
分
な
証
拠
に
基
づ
い
て
施
さ
れ
る
医
療
行
為
を
指
す
。
近
年
、
特
に
臨
床
結
果
（
治
療
結
果
や
珍
し
い
症
状
の
ケ

ー
ス
ス
タ
デ
ィ
ー
）
が
症
例
・
論
文
と
し
て
数
多
く
医
学
誌
に
発
表
さ
れ
、
こ
う
し
た
知
識
に
基
づ
く
医
療
方
針
を
一
般
的
な
も
の
と
み
な

す
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、
医
療
従
事
者
の
業
績
が
評
価
さ
れ
る
制
度
が
明
確
な
形
で
確
立
し
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
と
い
わ
れ
る
。

称
し
て
区
別
し
た
の
で
あ
る
。

ー

こ
う
し
た
区
別
は
、

ロる。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

歩
を
踏
み
出
し
た
の
は
ス
コ
ッ
ト

2
 



に
は
で
き
な
い
の
だ
。

医
療
現
場
か
ら
生
産
・
蓄
積
さ
れ
る
こ
う
し
た
膨
大
な
数
の
医
療
デ
ー
タ
に
、
数
々
の
統
計
処
理
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
医
師
の
決
定
を

よ
り
根
拠
の
あ
る
確
実
な
も
の
に
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。

抗
が
ん
剤
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
治
療
法
は
日
進
月
歩
で
向
上
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
医
者
は
常
に
最
新
の
医
学
・
薬
学
情
報
を
得
て

お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
治
療
が
好
ま
し
く
な
い
結
果
を
も
た
ら
し
た
場
合
、
裁
判
に
持
ち
込
ま
れ
る
可
能
性
も
あ
る
。
最
新
の

治
療
法
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が
医
師
と
患
者
双
方
に
と
っ
て
重
要
に
な
っ
て
き
た
の
だ
。

―
つ
、
す
な
わ
ち
「
客
観
的
」
科
学
的
論
証
と
研

こ
う
し
た
「
証
拠
に
基
つ
く
医
療
」
と
い
う
考
え
方
が
、
公
共
政
策
、
特
に
ミ
ク
ロ
の
経
済
政
策
の
分
析
に
転
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

た
だ
し
、
医
療
と
公
共
政
策
に
は
根
本
的
な
違
い
が
あ
る
。
治
療
の
場
合
は
、
患
者
の
治
療
と
い
う
点
で
は
医
師
と
患
者
の
目
指
す
と
こ
ろ

（
利
益
）
は
一
致
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
い
か
な
る
治
療
を
選
択
す
る
の
か
に
つ
い
て
、
「
目
標
価
値
」

の
不
一
致
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
な
い
。

し
か
し
公
共
政
策
に
お
い
て
は
利
害
関
係
者
の
目
標
が
一
致
し
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
う
し
た
場
合
、
ど
の
政
策
を
選
択
す
る
の
か
に
つ
い

て
、
「
価
値
」
の
選
択
を
め
ぐ
る
争
い
が
表
面
化
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
そ
の
島
合
、
仮
に
「
証
拠
」
か
信
用
て
き
る
質
の
も
の
で

あ
っ
て
も
、

E
B
E
P
に
よ
っ
て
問
題
が
解
決
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
こ
に
医
療
と
公
共
政
策
と
の
違
い
が
あ
る
。

※ 

公
共
政
策
の
場
合
、
あ
る
政
策
を
採
択
す
る
根
拠
と
し
て

E
B
E
P
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
な
る
の
は
、
採
択
さ
れ
た
政
策
の

財
源
が
主
と
し
て
税
金
で
賄
わ
れ
る
た
め
、

近
年
、

そ
の
説
明
責
任

(
a
c
c
o
u
n
ta
b
ili
t
y
)
が
必
要
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

日
本
の
政
治
家
に
よ
っ
て
「
説
明
責
任
」
と
い
う
言
葉
が
多
用
さ
れ
て
い
る
が
、

分
説
明
で
き
る
か
ど
う
か
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
っ
た
。
政
府
や
行
政
機
関
は
納
税
者
で
あ
る
国
民
に
対
し
て
政
策
の
採
択
理
由
の
説
明
を
、

経
営
者
は
株
主
に
対
し
て
財
務
状
況
や
経
営
戦
略
に
つ
い
て
経
過
報
告
を
行
う
。
科
学
者
も
、
研
究
内
容
を
社
会
に
対
し
て
説
明
す
る
義
務

が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
資
源
を
利
用
す
る
者
が
、
利
用
を
認
め
た
利
害
関
係
者
に
対
し
て
、
そ
の
適
正
な
利
用
と
保
全
に

b
 

関
し
て
説
明
し
報
告
す
べ
き
だ
と
い
う
考
え
は
シ
ゴ
ク
自
然
な
も
の
と
い
え
よ
う
。

説
明
責
任

(
a
c
c
o
u
n
ta
b
ili
t
y
)
と
い
う
言
葉
は
、
計
算
や
会
計
を
意
味
す
る

a
c
c
o
u
n
t
か
ら
派
生
し
て
い
る
。
立
憲
政
治
の
母
国
イ
ギ

リ
ス
で
は
、
中
世
以
降
、
国
王
に
よ
る
課
税
は
議
会
の
承
認
を
必
要
と
し
た
が
、
税
金
の
使
途
に
つ
い
て
、
国
干
は
そ
の
「
会
計
」
を
議
会

に
報
告
す
る
責
務
を
負
っ
た
。
王
様
が
公
的
資
金
を
ど
う
使
っ
た
か
を
監
査
す
る
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
生
成
と
議
会
制
民
主
主
義
の
発
展
は

同
時
に
進
行
し
た
の
で
あ
る
。
説
明
責
任
と
会
計
報
告
が
そ
の
起
源
に
お
い
て
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
っ
た
た
め
、

a
c
c
o
u
n
ta
b
ili
t
y
と
い

公
共
政
策
に
お
い
て
、
「
証
拠
に
基
づ
く
政
策
」

が
選
び
取
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
方
が
生
ず
る
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
す
で
に
選
択
さ
れ
た
政
策
が
念
頭
に
あ
っ
て
、

策
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
よ
う
な
リ
サ
ー
チ
が
行
わ
れ
る
こ
と
も
皆
無
で
は
な
い
。
あ
る
政
策
の
帰
結
が
、
複
数
の
、
あ
る
い
は
多
数
の
要
因
に

よ
る
「
因
果
関
係
」
か
ら
発
生
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
政
策
に
都
合
の
よ
い
証
拠
だ
け
を
選
ん
で
い
る
と
い
う
疑
念
を
軽
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
「
証
拠
に
基
づ
く
政
策
」
は

e
v
id
e
n
c
e
'
b
a
s
e
d
p
o
l
ic
y
で
は
な
く
、

P
o
l
ic
y
,
b
a
s
e
d
e
vid
e
n
c
e
 m
a
k
in
g
 (
政
策
に
基
づ
い
た

ゃ

ゅ

証
拠
集
め
）
だ
と
椰
楡
さ
れ
る
理
由
も
こ
こ
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
指
摘
は
、
決
し
て

E
B
E
P
す
べ
て
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、

証
拠

(
e
vi
d
e
n
c
e
)

元
来
は
公
権
力
が
税
金
を
使
用
す
る
こ
と
を
十

の
「
証
拠
」
と
し
て
多
く
の
情
報
の
中
か
ら
そ
の
政
策
日
標
に
合
致
す
る
よ
う
な
証
拠

そ
の
政

の
客
観
性

(
o
bj
e
c
ti
vi
t
y
)
と
そ
の
証
拠
の
選
び
方
の
問
題
は
避
け
ら
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
客
観
性
と
い
う
概
念

が
、
ど
う
も
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
厄
介
な
も
の
な
の
だ
。

3
 E

B
E
P
と
客
観
性
の
問
題
点
は
近
年
突
然
指
摘
さ
れ
始
め
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
も
学
問
上
の
短
く
は
な
い
論
争
史
が
あ
る
。
主

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
「
社
会
科
学
と
社
会
政
策
に
か
か
わ
る
認
識
の
「
客
観
性
に
(
-
九

0
四
）
、
「
社
会
学
的
お
よ
び
経
済
学
的
科
学
の

「
価
値
自
由
性
」

の
意
味
」
(
-
九
一
七
）
に
お
い
て
こ
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
。

め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。

い
わ
ゆ
る
「
価
値
か
ら
の
自
由

(
W
e
r
tfre
ih
e
i
t
)
」
を

現
代
で
は
、
社
会
科
学
、
あ
る
い
は
社
会
研
究
が
、
経
験
科
学
で
あ
っ
て
、
規
範
科
学
で
は
な
い
と
考
え
る
研
究
者
は
多
い
が
、
政
策
論

に
関
し
て
は
「
こ
ち
ら
の
政
策
よ
り
、
あ
ち
ら
の
政
策
」
と
い
う
よ
う
に
、
選
択
が
問
題
と
な
る
と
き
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
「
規
範
性
」
が

持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
。
た
が
経
済
学
の
場
合
、
規
範
性
、
あ
る
い
は
価
値
の
上
ド
関
係
の
判
断
に
つ
い
て
無
自
覚
に
な
り

c
 

が
ち
な
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
政
策
目
標
の
選
択
だ
け
で
な
く
、
証
拠
そ
の
も
の
の
「
客
観
性
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
ト
ウ
カ
ン

わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
、
経
験
的
事
実
と
し
て
「
そ
う
あ
る
こ
と

(
S
e
in)

」
と
先
験
的
原
理
に
基
づ
い
て
「
こ
う
あ
る
べ
き
こ
と

(
S
o
l
l
e
n
)
」
は
別
物
で
、
は
っ
き
り
と
区
別
で
き
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
そ
し
て
こ
の

究
者
の
倫
理
的
・
政
治
的
判
断
を
混
同
す
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
る
。
こ
う
し
た
学
問
へ
の
姿
勢
は
基
本
的
に
は
正
論
て
あ
り
、
正
論
で
あ

役
は
先
に
も
触
れ
た
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
る
。

う
一
{
-
口
葉
が
使
わ
れ
た
。

3
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三

空

欄

□]
；
口

‘
O

解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

/¥ 口 ィ せ
よ
。

問
二
傍
線
部
1
「
こ
う
し
た
区
別
は

問 調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

）
の
よ
う
に

ウ
ェ
ー
バ
ー
は

自
由
に
見
る
こ
と
な
の
だ
。

Z:・
個
別
的

る
が
ゆ
え
に
反
論
は
で
き
な
い
。

-

V

l

l

-

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
考
え
は
先
に
挙
げ
た
彼
の
論
考
そ
の
も
の
を
読
む
こ
と
が
重
要
な
の
で
、

と
ど
め
る
。
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
「
客
観
的
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
、
「
主
観
的
」
な
価
値
判
断
を
す
べ
て
排
除
し
た
聡
識
や
議
論
を

意
味
す
る
と
考
え
る
。
し
か
し
「
主
観
的
な
価
値
判
断
を
す
べ
て
排
除
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
果
た
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ

れ
は
常
に
何
ら
か
の
視
点
に
立
脚
し
て
も
の
を
見
て
考
え
て
い
る
。
そ
の
視
点
そ
の
も
の
が
「
客
観
性
」
を
保
証
す
る
よ
う
な
根
拠
は
ど
こ

に
も
な
い
。
自
分
の
主
観
的
な
視
点
に
無
意
識
で
あ
る
こ
と
、
顛
自
覚
で
あ
る
こ
と
こ
そ
、
そ
の
視
点
を
対
象
化
・
相
対
化
し
て
見
る
こ
と

の
妨
げ
に
な
っ
て
し
ま
う
。
む
し
ろ
自
分
の
立
脚
点
を
明
確
に
意
識
す
る
こ
と
こ
そ
が
、

意
味
す
る
と
こ
ろ
な
の
だ
。

一
珊
一
と
主
張
す
る
こ
と
も
、
一
区
一
と
論
ず
る
こ
と
も
認
め
な
い
。
彼
は
、
先
に
挙
げ
た
、
経

験
的
事
実
と
し
て
「
そ
う
あ
る
こ
と

(
S
ei
n

)

」
と
、
先
験
的
原
理
に
基
づ
い
て
「
こ
う
あ
る
べ
き
こ
と

経
験
科
学
に
と
っ
て
は
、

つ
ま
り
、
自
分
の
視
点
・
立
脚
点
を
明
確
に
意
識
し
つ
つ
、
価
値
観
を
持
ち
な
が
ら
も
そ
れ
に
囚
わ
れ
ず
に
、

目
的
に
対
す
る
手
段
の
適
合
性
は
あ
る
仮
定
の
下
で
確
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
採
用
さ
れ
た
手
段

が
ど
の
よ
う
な
副
作
用
を
伴
う
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
手
段
が
生
み
出
す
結
果
を
比
較
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。

手
段
は
そ
れ
ぞ
れ
別
々
の
結
果
を
も
た
ら
す
が
、
そ
の
い
ず
れ
を
採
択
す
る
の
か
は
認
識
の
問
題
で
は
な
く
、
価
値
判
断
の
問
題
で
あ
る
。

ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
こ
の
目
的
を
生
み
出
す
理
念
は
何
で
あ
り
、

経
験
科
学
の
な
し
う
る
作
業
で
あ
る
と
指
摘
す
る
の
だ
。

目
的
と
理
念
の
間
に
内
的
な
関
連
が
認
め
ら
れ
る
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
が
、

要
約
す
る
と
、
社
会
研
究
の
中
で
、
経
済
学
の
理
論
か
ら
だ
け
で
は
「
何
を
な
す
べ
き
か
」
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
「
何
を
な
す
べ
き
か
」
は
理
念
で
あ
り
、
価
値
観
な
の
だ
。
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
重
要
な
の
は
、
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
決
し
て
価
値
判

断
を
回
避
せ
よ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
一

x
―
を
重
ん
ず
る
あ
ま
り
（
装
う
あ
ま
り
）
に
、
「
価
値
判
断
」
を
軽
視
す
る
こ
と
や
、

4
 

「
価
値
判
断
で
は
な
い
と
思
い
込
む
」
こ
と
を
厳
し
く
戒
め
て
い
る
の
だ
。
社
会
研
究
が
あ
た
か
も
、
無
色
透
明
な
、
中
立
的
な
手
法
で
問

題
を
解
析
し
て
い
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
点
を
理
解
す
る
こ
と
の
重
要
性
は
強
調
し
て
も
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。

傍
線
部
a
I
C
の
片
仮
名
を
、
漢
字
（
楷
書
）

で
あ
っ
た
。

で
解
答
欄
に
記
入
せ
よ
。

一
九
世
紀
の
経
済
学
の
中
に
も
実
は
明
確
に
存
在
し
た
」
に
つ
い
て
、
知
識
や
学
問
の
性
質
を
区

別
す
る
レ
ー
マ
ン
や
メ
ン
ガ
ー
、
歴
史
学
派
ら
の
考
え
方
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク

レ
ー
マ
ン
は
、
歴
史
主
義
と
進
化
主
義
を
区
別
す
る
に
あ
た
っ
て
、
経
験
的
な
側
面
を
基
準
と
し
て
重
視
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

メ
ン
ガ
ー
ら
オ
ー
ス
ト
リ
ア
学
派
は
、
個
別
的
で
経
験
的
な
性
質
を
尊
重
す
る
立
場
を
と
っ
た
。

歴
史
学
派
は
、
理
性
や
合
理
性
を
中
心
に
置
く
啓
蒙
主
義
と
は
異
な
る
個
別
具
体
性
を
重
視
し
た
。

メ
ン
ガ
ー
と
歴
史
学
派
シ
ュ
モ
ラ
ー
と
の
対
立
は
、
客
観
性
を
重
視
す
る
立
場
の
選
択
の
相
違
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
も
の

-

N

＿
に
入
る
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、

皿
：
一
般
的

m:・

一
般
的

瓦

一

般

的

（
猪
木
武
徳
『
経
済
社
会
の
学
び
方
』
に
よ
る
）

い
ろ
い
ろ
な

(
S
o
l
l
e
n
)
」
の
原
理
的
区
別
を
強

こ
こ
で
は
そ
の
論
点
だ
け
を
大
ま
か
に
示
す
に

ウ
ェ
ー
バ
ー
の
価
値
自
由

(
W
e
rt
f
r
ei
h
ei
t
)

の

4
 



Iヽ 口 ィ

問
八

問
七

Iヽ 口 イ

す
な
わ
ち
問
題
が
「
政
治
化
」
す
る
の
だ
。

場
合
に
は
、
句
読
点
を
含
め
る
こ
と
。

問
六

空
欄
一
＞
一
と
一
V
l
＿
に
入
る
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

＞
．
：
経
験
的
V
l
：
普
遍
的

＞
・
:
理
論
的

V
I
:
・
一
般
的

V
I
・
具
体
的

＞
：
．
非
理
論
的

傍
線
部
2
「
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な
さ
そ
う
だ
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選

「
証
拠
に
基
づ
く
政
策
」
は
、
恣
意
的
で
主
観
的
な
要
素
を
排
除
し
た
証
拠
に
基
づ
い
て
政
策
の
正
当
性
を
根
拠
づ
け
る
よ
う
に

思
え
る
け
れ
ど
も
、

し
か
し
実
際
に
は
、
政
策
目
標
に
合
致
す
る
よ
う
な
仕
方
で
証
拠
を
選
別
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
た
め
、
無

「
証
拠
に
基
づ
く
政
策
」
は
、
理
想
的
に
は
膨
大
な
数
の
デ
ー
タ
に
数
々
の
統
計
処
理
が
施
さ
れ
た
証
拠
に
基
づ
い
て
政
策
の
正

当
性
を
根
拠
づ
け
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
現
実
的
に
は
、
そ
の
作
業
量
が
多
す
ぎ
る
た
め
に
処
理
を
完
璧
に
行
う
こ
と
が
て
き
ず
、
信

「
証
拠
に
基
づ
く
医
療
」
で
は
、
患
者
の
治
療
と
い
う
点
で
は
医
者
と
患
者
の
目
標
が
一
致
す
る
も
の
の
、
そ
の
治
療
方
法
に
は

価
値
判
断
に
よ
る
不
一
致
が
生
じ
る
の
と
同
様
に
、
「
証
拠
に
基
づ
く
政
策
」
で
は
、
善
い
社
会
を
つ
く
る
と
い
う
点
で
は
利
害
関

係
者
の
目
標
が
一
致
す
る
も
の
の
、
そ
の
実
現
方
法
に
は
価
値
判
断
に
よ
る
不
一
致
が
生
じ
る
と
い
う
こ
と
。

「
証
拠
に
基
づ
く
政
策
」
は
、
政
策
採
択
の
根
拠
を
説
明
す
る
責
任
を
果
た
す
た
め
に
証
拠
が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
連

動
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
実
際
に
は
、
と
り
わ
け
エ
制
の
よ
う
な
場
合
、
王
様
が
証
拠
を
自
分
に
都
合
の
い
い
形
で
利
用
し

文
中
に
は
、
次
の
一
文
が
脱
落
し
て
い
る
。
※
で
挟
ま
れ
た
範
囲
（
「
近
年
、
経
済
学
の
分
野
で
も
」

1
「
医
療
と
公
共
政
策
と
の

違
い
が
あ
る
」
）

の
中
で
該
当
す
る
箇
所
を
見
出
し
、
そ
の
箇
所
の
直
後
の
五
文
字
を
解
答
欄
に
記
入
せ
よ
。
な
お
、
句
読
点
が
あ
る

傍
線
部

3
「E
B
E
P
と
客
観
性
の
問
題
点
は
近
年
突
然
指
摘
さ
れ
始
め
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
も
学
問
上
の
短
く
は
な
い
論

争
史
が
あ
る
。
主
役
は
先
に
も
触
れ
た
マ
ノ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
で
あ
る
」
に
つ
い
て
、
筆
者
が
考
え
る
ウ
ェ
ー
ハ
ー
の
「
客
観
性
」

に
対
す
る
考
え
の
う
ち
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

研
究
者
は
、
倫
理
的
・
政
治
的
判
断
を
自
身
の
研
究
に
持
ち
込
む
べ
き
で
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
が
客
観
的
な
認
識
を
得
る
た
め
に
は
、
主
観
的
な
視
点
は
極
力
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

自
身
の
視
点
・
立
脚
点
を
対
象
化
・
相
対
化
す
る
た
め
に
は
、
自
ら
の
価
値
観
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
自
身
の
主
観
的
視
点
に
対
し
て
、
意
識
的
で
自
覚
的
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

空
欄
一
瑾
一
は
、
次
の
イ
ー
ニ
の
四
つ
の
文
か
ら
な
る
一
段
落
で
あ
る
。
正
し
い
順
序
に
並
べ
替
え
、

最
も
適
切
な
も
の
を
一
っ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

ま
し
て
や
善
悪
の
判
断
や
信
念
を
持
た
な
い
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
と
も
み
な
さ
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
研
究
者
が
実
践
的
な
価
値
判
断
か
ら
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
考
え
な
か
っ
た
。

彼
は
、
研
究
者
は
常
に
無
色
透
明
な
政
治
的
立
場
に
身
を
置
く
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
と
見
る
。

し
か
し
ウ
ェ
ー
バ
ー
は
、
問
題
を
こ
の
区
別
だ
け
に
は
終
わ
ら
せ
な
か
っ
た
。

て
し
ま
う
場
合
も
あ
る
と
い
う
こ
と
。

’‘ 用
で
き
る
質
を
担
保
し
た
証
拠
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
。

口
条
件
に
信
頼
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

イ び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

問
五

V
I
・
：
個
別
的

Iヽ ロ
＞
．
：
非
経
験
的

ィ

問
四

＝
一
番
目
に
入
る
文
と
し
て

5
 



問
十

問
十

/¥ 

立
的
な
研
究
方
法
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

空
欄
一
珊
―
と
一
区
一
に
入
れ
る
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ

珊
：
・
経
験
科
学
と
し
て
の
社
会
研
究
は
事
実
判
断
し
か
な
し
え
な
い

区
．
価
値
判
断
も
科
学
は
扱
え
る
の
だ
か
ら
科
学
的
議
論
に
包
摂
さ
せ
よ

区
：
価
値
判
断
も
科
学
の
仕
事
な
の
だ
か
ら
科
学
的
議
論
に
よ
っ
て
展
開
さ
せ
よ

珊
・
経
験
科
学
と
し
て
の
社
会
研
究
は
事
実
判
断
し
か
な
し
え
な
い

区
：
事
実
判
断
こ
そ
が
科
学
の
仕
事
な
の
だ
か
ら
科
学
的
議
論
は
事
実
判
断
に
限
定
せ
よ

区
・
価
値
判
断
は
科
学
で
は
な
い
か
ら
科
学
的
議
論
か
ら
排
除
せ
よ

空
欄
ー

X

一
に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
本
文
中
か
ら
漢
字
三
文
字
で
抜
き
出
し
、
解
答
欄
に
記
入
せ
よ
。

傍
線
部
4
「
社
会
研
究
が
あ
た
か
も
、
餌
色
透
明
な
、
中
立
的
な
手
法
で
問
題
を
解
析
し
て
い
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
」
と
は
、

ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

杜
会
科
学
研
究
に
携
わ
る
者
は
、
客
観
的
事
実
に
基
づ
く
経
験
科
学
し
か
科
学
と
し
て
認
め
て
は
な
ら
な
い
こ
と
を
原
則
と
し
つ

つ
も
、
主
観
的
な
価
値
判
断
と
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
理
念
と
研
究
目
的
と
の
関
係
を
分
析
す
る
場
面
も
出
て
く
る
た
め
、
完
全
に

無
色
透
明
て
中
立
的
な
研
究
方
法
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

社
会
科
学
研
究
に
携
わ
る
者
は
、
そ
の
研
究
方
法
の
適
合
性
を
想
定
さ
れ
る
副
作
用
や
結
果
の
仮
定
と
照
ら
し
合
わ
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
判
断
で
き
る
た
め
、
そ
の
限
り
て
は
社
会
科
学
研
究
の
中
に
価
値
判
断
を
導
入
す
る
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の

十
分
な
自
覚
が
研
究
者
自
身
に
な
け
れ
ば
、
完
全
に
無
色
透
明
で
中
立
的
な
研
究
方
法
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

社
会
科
学
研
究
に
携
わ
る
者
は
、
「
何
を
な
す
べ
き
か
」
と
い
う
理
念
や
価
値
観
を
主
観
的
な
も
の
と
し
て
自
覚
し
、
そ
の
理
念

を
研
究
目
的
と
内
的
に
関
連
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
研
究
方
怯
を
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
完
全
に
無
色
透
明
で
中

社
会
科
学
研
究
に
携
わ
る
者
は
、

し
ろ
、
社
会
科
学
の
他
分
野
、

そ
の
一
部
で
あ
る
経
済
学
の
理
論
か
ら
だ
け
で
は
「
何
を
な
す
べ
き
か
」
に
解
答
で
き
ず
、
む

さ
ら
に
は
人
文
学
や
自
然
科
学
な
ど
の
理
論
を
融
合
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
最
も
適
切

な
研
究
方
法
の
特
定
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
完
全
に
餌
色
透
明
で
中
立
的
な
研
究
方
法
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。

ロ イ

珊
・
経
験
科
学
と
し
て
の
社
会
研
究
が
価
値
判
断
を
な
し
う
る

Iヽ ロ
渾
：
経
験
科
学
と
し
て
の
社
会
研
究
が
価
値
判
断
を
な
し
う
る

ィ よ。

問
九
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注

ま
れ

葛
西
は
こ
れ
ら
の
こ
と
に
つ
け
て
も
、
つ
ら
つ
ら
と
感
悟
な
し
、
「
人
百
歳
を
保
つ
は
稀
な
り
。
わ
づ
か
の
生
涯
を
過
ぎ
ん
と
て
、
弓
矢

ぱ
だ
い

を
業
に
心
を
苫
し
め
、
日
々
に
罪
業
を
重
ぬ
る
は
、
後
の
世
さ
へ
も
思
ひ
や
ら
る
。
鳥
歴
を
菩
提
の
因
と
し
て
、
出
離
せ
ん
」
と
思
ひ
さ
た

ふ

め
、
智
を
断
つ
て
高
野
山
へ
の
ぼ
り
、
福
寿
丸
が
後
世
を
弔
ひ
し
と
な
ん
。

ナ
り
。，
 勢

髯
は
っ
き
り
し
な
い
さ
ま
。

繍
練
縛
り
つ
な
ぐ
こ
と
。
罪
人
と
し
て
捕
ら
わ
れ
る
こ
と
。

一
，
ハ
世
紀
の
中
ご
ろ
。

『
積
翠
閑
話
』
に
よ
る

を

ら

げ

ん

ば

の

か

み

は

し

を

く

な

い

せ

う

い

う

と

う

、

・

や

う

天
文
永
禄
の
こ
ろ
に
や
、
越
智
玄
播
頭
利
之
、
箸
尾
宮
内
少
輔
為
春
、
た
か
ひ
に
威
権
を
あ
ら
そ
ひ
つ
つ
、
や
や
も
す
れ
ば
闘
諄
に
お
よ

と

り

や

『

こ

め

の

ふ
。
あ
る
と
き
両
家
た
た
か
ひ
し
に
、
越
智
が
家
人
鳥
屋
九
郎
左
衛
門
が
嫡
子
福
寿
丸
と
、
米
野
次
郎
右
衛
門
が
二
男
宮
千
代
と
、
と
も
に

を

陣
中
に
お
も
む
き
て
、
少
年
な
が
ら
心
雄
々
し
く
、
天
晴
な
る
功
名
せ
ん
と
て
、
こ
こ
か
し
こ
馳
せ
ま
は
り
し
に
、
味
方
に
お
く
れ
敵
に
か

か
さ
い

a

こ
ま
れ
、
は
か
ら
ず
虜
と
な
り
て
、
二
人
と
も
敵
陣
に
曳
か
れ
つ
つ
、
一
族
な
る
葛
西
勝
永
こ
れ
を
預
か
り
け
り
。
も
と
よ
り
少
年
の
こ
と

ゅ
る
が

な
れ
ば
、
番
兵
の
忽
せ
な
る
に
、
福
寿
丸
は
折
を
え
て
、
ひ
そ
か
に
こ
こ
を
逃
れ
つ
つ
、
難
な
く
本
陣
へ
逃
げ
か
へ
れ
り
。

ひ

と

り

宮
千
代
一
個
の
こ
さ
れ
て
、
は
じ
め
は
か
く
と
も
知
ら
ざ
り
し
が
、
こ
れ
を
聞
い
て
大
い
に
う
れ
へ
、
筆
と
硯
を
乞
ひ
う
け
て
、
一
首
の

歌
を
書
い
て
番
兵
に
あ
た
へ
け
り
。
番
兵
こ
れ
を
披
き
み
る
に
、
一

A

一
と
、
い
と
を
か
し
く
書
き
な
し
た
れ
ば
、
こ
れ
を
主
人
の
葛
西

に
見
す
る
に
、
葛
西
は
い
と
ど
哀
れ
に
お
も
ひ
、
主
君
箸
尾
に
か
く
と
い
へ
ば
、
箸
尾
は
情
け
ふ
か
き
者
に
て
、
こ
れ
を
つ
く
づ
く
と
打
ち

る
い
せ
つ

な
が
め
、
「
宮
千
代
い
ま
だ
ト
一
『
歳
、
し
か
も
繰
練
の
中
に
あ
り
て
、
か
く
優
な
る
志
、
夭
晴
な
る
少
年
な
り
。
人
の
親
の
子
を
思
ふ
、
愚

ィ
ー

か
な
る
だ
に
な
ほ
慈
し
む
。
い
は
ん
や
か
か
る
秀
オ
の
児
を
虜
に
せ
ら
れ
た
る
親
の
心
は
い
か
な
ら
ん
。
思
ひ
や
る
だ
に
い
た
は
し
け
れ
ば
、

ロ

ー

疾
く
と
く
送
り
か
へ
せ
」
と
、
涙
を
う
か
め
て
言
ひ
け
れ
ば
、
葛
西
も
領
承
し
、
宮
千
代
を
馬
に
の
せ
、
人
を
そ
へ
て
父
が
も
と
へ
送
り
か

よ
み
が
ヘ

へ
し
た
り
け
れ
ば
、
米
野
夫
婦
は
死
し
た
る
者
の
再
び
甦
り
し
心
地
し
て
、
歓
ぶ
こ
と
か
ぎ
り
な
く
、
葛
西
が
恩
を
謝
し
に
け
り
。

一

x

―

よ

み

た

く

ま

※
し
か
る
に
越
智
の
陣
中
よ
り
、
美
々
し
く
鎧
ひ
退
し
き
馬
に
の
り
て
馳
せ
い
だ
す
者
あ
り
。
箸
尾
が
陣
な
る
葛
西
勝
水
よ
き
敵
と
見
て
け

れ
ば
、
眺
せ
ち
か
づ
き
て
物
を
も
い
は
ず
切
っ
て
か
か
る
。
此
方
も
望
む
と
こ
ろ
な
り
と
、
太
刀
ぬ
き
蒻
し
て
打
ち
つ
撃
た
れ
つ
、
暫
時
戦

ひ
て
あ
り
け
る
が
、

や
が
て
双
方
太
刀
投
げ
す
て
、
馬
寄
せ
あ
は
せ
て
引
つ
組
ん
だ
り
。
し
ば
し
こ
そ
あ
れ
、
鞍
に
た
ま
ら
ず
両
馬
が
間
に

ど
う
と
落
ち
、
上
を
下
へ
と
揉
み
あ
ひ
し
か
、
つ
ひ
に
引
き
敷
い
て
首
掻
き
お
と
す
に
、
あ
ま
り
手
弱
く
お
ぽ
え
け
れ
ば
、
冑
を
脱
い
で
こ

れ
を
み
る
に
、
十
五
六
な
る
少
年
に
て
、
眉
の
か
か
り
製
の
に
ほ
ひ
、
そ
の
麗
し
き
顔
な
る
、
い
さ
さ
か
見
覚
え
あ
る
心
地
す
れ
ば
、
骸
を

ひ
と
ひ
ら

う
ち
返
し
て
よ
く
見
る
に
、
鎧
の
引
き
あ
は
せ
に
一
枚
の
短
冊
を
結
び
つ
け
た
り
°

-

B

ー
と
、
一
首
の
歌
の
意
を
思
ふ
に
、
宮
千
代
を

は

ち

き

よ

よ

し

あ

し

な

お
き
て
逐
電
せ
し
を
嘲
る
人
の
あ
る
に
よ
り
、
そ
の
辱
を
雪
め
ん
と
て
、
今
日
討
死
と
思
ひ
さ
だ
め
ぬ
。
そ
の
善
悪
は
亡
か
ら
ん
後
に
、
世

人
さ
だ
め
よ
と
い
へ
る
な
り
。
葛
西
は
こ
れ
を
見
て
落
涙
な
し
、
「
福
寿
丸
に
て
あ
り
け
る
よ
な
。

い
か
な
る
因
縁
あ
れ
ば
に
か
、
人
も
多

ふ
る
や
り
ど

き
に
再
び
ま
て
、
吾
が
手
に
掛
か
る
も
不
思
議
な
り
」
と
て
、
や
や
悲
歎
し
て
あ
り
け
る
が
、
や
が
て
僕
に
命
じ
近
き
に
あ
る
古
遣
戸
を
と

I

ー

ニ

ー

か

ホ

ー

り
よ
せ
て
、
福
寿
丸
が
死
骸
を
の
せ
、
昇
か
せ
て
己
が
陣
に
か
へ
り
、
一
書
を
そ
へ
て
鳥
屋
へ
送
り
ぬ
。
※

烏
屋
は
わ
が
児
の
死
骸
を
見
て
、
気
も
く
れ
心
も
房
髯
た
る
が
、
ま
づ
彼
の
文
を
披
き
み
る
に
、
し
か
し
か
の
よ
し
を
記
し
‘
-
C
-

は

ふ

た

て

ど

鳥
屋
は
こ
れ
を
見
る
よ
り
も
、
わ
が
児
の
死
と
、
怨
敵
な
る
葛
西
が
志
を
感
し
て
は
、
た
だ
涙
の
み
溢
り
お
ち
て
、
筆
の
立
途
も
分
か
ざ
れ

ど
、
矢
立
を
と
り
て
紙
お
し
ひ
ら
き
、
「
さ
て
も
福
寿
丸
討
死
と
定
む
る
か
ら
は
、

ほ
か
な
ら
ぬ
足
下
の
御
手
に
掛
か
り
し
こ
と
こ
そ
生
々

世
々
の
歓
び
な
れ
。
か
つ
死
骸
を
送
り
た
ま
は
る
御
志
の
ほ
ど
、
い
つ
の
世
に
か
忘
却
い
た
し
候
ふ
べ
き
」
と
、
あ
っ
く
謝
し
て
そ
の
奥
に

な

さ

が

ら

う

し

な

-

D

ー
と
書
き
を
は
り
て
巻
き
か
へ
し
、
葛
西
が
使
に
わ
た
し
つ
つ
、
福
寿
丸
が
亡
骸
を
ば
、
近
き
寺
院
へ
葬
り
し
に
、
「
老
い
て
チ
を
喪

b
 

ふ
は
、
朽
木
の
枝
な
き
に
喩
へ
た
り
。
何
を
楽
し
み
に
な
が
ら
ふ
べ
き
」
と
、
そ
の
後
音
が
児
と
同
し
場
所
に
て
、
こ
れ
も
討
死
を
し
た
り

天
文
永
禄
の
こ
ろ

―
ニ
―
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。
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ホ
少
し
の
間
こ
そ
馬
か
ら
お
り
て
身
体
を
や
す
め
て
い
た
が

少
し
の
間
こ
そ
太
刀
を
捨
て
間
合
い
を
は
か
っ
て
い
た
が

Iヽ

少
し
の
間
こ
そ
馬
の
鞍
か
ら
落
ち
て
揉
み
あ
っ
て
い
た
が

口
少
し
の
間
こ
そ
馬
上
に
あ
っ
て
組
み
討
ち
を
し
て
い
た
が

イ
少
し
の
間
こ
そ
馬
を
寄
せ
太
刀
を
抜
い
て
戦
っ
て
い
た
が

問
十
七

問
十
六 イ

鳥

屋

口

米

野

’‘ 

ク
せ
よ
。

問
十
五

問
十
四
傍
線
部
イ
ー
ホ
そ
れ
ぞ
れ
の
「
せ
」
の
中
か
ら

い
わ
ゆ
る
使
役
の
助
動
詞
を
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

ホ Iヽ 口 ィ
⑤

↓

②

↓

④

↓

③

↓

①

 

④

↓

③

↓

①

↓

⑤

↓

②

 

け
り
。

⑤
 

か
く
て
こ
の
こ
と
世
間
に
流
布
し
、
福
寿
丸
虜
と
な
り
、
そ
の
守
り
の
怠
る
を
み
て
、
ひ
そ
か
に
逃
れ
か
へ
り
た
る
は
、
げ
に
も

ふ
る
ま
ひ

い
み
じ
き
挙
動
な
れ
ど
、
と
も
に
虜
と
せ
ら
れ
た
る
、
し
か
も
己
よ
り
年
も
劣
れ
る
宮
千
代
を
棄
て
お
き
し
は
、
武
士
の
義
に
そ
む

③

↓

①

↓

⑤

↓

②

↓

④

 

②

↓

⑤

↓

④

↓

①

↓

③

 

①

↓

④

↓

③

↓

②

↓

⑤

 

傍
線
部

a
.
b
そ
れ
ぞ
れ
の
「
こ
れ
」

二
重
傍
線
部
「
し
ば
し
こ
そ
あ
れ
」

の
指
す
人
物
は
だ
れ
か
。
次
の
中
か
ら
適
切
な
も
の
を
一
っ
ず
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー

鳥
屋
と
米
野

※
で
挟
ま
れ
た
段
落
（
「
し
か
る
に
」

1
「
送
り
ぬ
」
）

ち

か

ら

の
中
に
「
葛
西
の
齊
力
や
ま
さ
り
け
ん
」
を
挿
入
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の

箇
所
は
ど
こ
が
最
も
適
切
か
。
直
後
の
三
文
字
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
、
解
答
欄
に
記
せ
。
た
だ
し
句
読
点
は
字
数
に
数
え
な
い
。

の
解
釈
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

あ
ら
ば
、
こ
れ
義
と
い
は
ん
か
、
不
義
と
い
は
ん
か
。

④
 

ゆ

宮
千
代
オ
あ
り
て
歌
を
詠
じ
、
そ
こ
を
感
じ
て
敵
方
よ
り
赦
し
て
か
へ
し
た
れ
ば
こ
そ
、
不
思
議
の
命
を
た
す
か
り
け
れ
。

福
寿
丸
が
挙
動
は
、
こ
れ
に
ひ
と
し
き
所
為
な
り
と
、
識
る
人
さ
へ
多
け
れ
ば
、
や
が
て
福
寿
丸
が
耳
に
も
入
り
、
い
と
安
か
ら

ず
思
ひ
を
り
し
に
、
ま
た
こ
の
両
家
合
戦
の
こ
と
あ
り
。

そ
れ
二
人
同
船
な
し
、
そ
の
船
に
は
か
に
覆
る
と
き
、
己
水
練
を
得
た
り
と
て
、
同
僚
を
棄
て
お
き
、
己
の
み
泳
ぎ
か
へ
れ
る
人

③
 

②
 ①

双
方
郊
原
に
対
陣
し
て
挑
み
た
た
か
ふ
こ
と
数
日
な
り
。

Iヽ 口 ィ

問
十

福
寿
丸

ホ

宮

千

代

ヘ

空
欄
一

A
-
I
-
D

一
に
は
そ
れ
ぞ
れ
一
首
の
歌
が
入
る
。
次
の
中
か
ら
最
も
適
切
な
歌
を
一
っ
ず
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ

ー
ク
せ
よ
。
た
だ
し
同
じ
記
号
を
二
回
以
上
用
い
て
は
な
ら
な
い
。

問
十
三

子
を
お
も
ふ
焼
野
の
き
き
す
ほ
ろ
ほ
ろ
と
涙
も
お
ち
の
烏
や
鳴
く
ら
ん

な
に
は

津
の
国
の
難
波
の
こ
と
の
よ
し
あ
し
は
な
か
ら
ん
後
の
世
に
し
ら
れ
ま
し

親
な
ら
ぬ
人
さ
へ
か
か
る
哀
れ
ぞ
と
と
は
る
る
老
い
の
身
を
い
か
に
せ
ん

籠
に
い
れ
し
鳥
屋
は
ぬ
け
て
米
野
を
ば
た
だ
餌
に
な
れ
と
の
こ
し
お
き
け
ん

空
欄
一

X

一
に
は
、
次
の
①
ー
⑤
の
文
か
ら
な
る
文
章
が
入
る
。

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

い
ず
れ
の
順
序
が
最
も
適
切
か
。
次
の
イ
＼
ホ
の
中
か
ら
一

福
寿
丸
と
宮
千
代

8
 



ホ /¥ 

っ
た
。

し
た
。 本

文
の
内
容
と
合
致
す
る
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

越
智
と
箸
尾
が
戦
っ
た
際
に
、
越
智
方
の
烏
屋
の
嫡
子
福
寿
丸
と
箸
尾
方
の
米
野
の
二
男
宮
千
代
と
は
、

互
い
に
敵
の
捕
虜
と
な

宮
千
代
は
歌
を
つ
く
つ
て
、
敵
方
の
葛
西
と
箸
尾
を
感
心
さ
せ
て
い
る
う
ち
に
敵
陣
を
抜
け
出
し
て
餌
事
に
越
智
の
陣
に
帰
り
着

福
寿
丸
は
味
方
を
裏
切
っ
た
と
い
う
汚
名
を
返
上
し
よ
う
と
討
死
を
覚
悟
し
て
出
陣
し
、
宮
千
代
と
戦
っ
て
み
ご
と
な
最
期
を
遂

葛
西
は
相
手
が
福
寿
丸
と
は
知
ら
ず
に
首
を
と
っ
た
が
、
亡
骸
の
鎧
の
引
き
合
わ
せ
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
短
冊
の
歌
を
見
て
落
涙

鳥
屋
は
葛
西
か
ら
送
ら
れ
て
き
た
福
寿
丸
の
亡
骸
を
寺
に
葬
り
、
葛
西
に
礼
状
を
書
い
た
の
ち
、
出
家
し
て
福
寿
丸
の
菩
提
を
弔

げ
た
。

ヽ
こ
。

し

t

口

っ
た
。

イ

問
十
八

，
 



注

為
る
無
か
れ
」
に
出
典
の
あ
る
語
（
『
史
記
』
蘇
秦
伝
）
。

牛
後

餘
生

封
伝
旅
券
゜

え
い
し
ょ
え
ん
せ
つ

郭
書
痺
説

ゞ

°

-

‘

°

J

ス

ォ

ー

ト

し
て
採
用
し
た
と
い
う
『
韓
非
子
』
外
儲
説
左
上
の
故
事
に
基
づ
く
成
語
。
こ
こ
で
は
、

実
態
と
は
か
け
離
れ
た
状
態
で
、
そ
の
ま
ま
導
入
す
る
こ
と
を
喩
え
る
。

春
秋
戦
国
時
代
の
遊
説
家
、
蘇
秦
゜

前
に
進
む
牛
の
後
ろ
、
牛
の
尾
に
つ
い
て
歩
く
。
大
き
な
集
団
や
国
家
な
ど
に
服
従
す
る
こ
と
。
こ
こ
で
の
牛
は
、
自
分
よ

り
も
卒
業
時
の
成
績
が
よ
か
っ
た
同
級
生
を
暗
示
し
て
い
る
。
蘇
秦
（
前
注
）

郭
の
国
て
書
か
れ
た
手
紙
に
誤
っ
て
記
入
さ
れ
た

の
演
説
の
旬
「
寧
ろ
鶏
口
と
為
る
も
、
牛
後
と

外
国
の
文
物
思
想
学
問
な
ど
を

「
挙
燭
」
と
い
う
言
葉
を
、
燕
の
国
で
は
人
材
登
用
政
策
の
建
言
と

）

こ

，

4

ー

今

有

―

―

蕊

行

『

欲

母

喜

不

可

尋41
 

也。

卜

僚

属

『

薦；

t 

犀

軟：

し
や
う
ス

掌゚

ペ

き

ぼ

つ

ス

ル

祖

工

夜

干

簿

書

案

贋

二

之

閲

者

、

ナ

リ

ニ

三

「

年

於

此

『

而ル

蓋

神，、

已＿

ペ

ル

ナ

ラ

ン

J

飛

―

―

於

易

北

河

畔

突。

ダ

ク

ナ

ラ

ズ

未

レ

幾

任

―

シ
テ

軍

医一-o-

リ
テ

為

二

車

医

本

＂ 
立
口

夢

置

長

風

万

里J

八
口舟

昂

昂

ダ

レ

3

J

未

レ

折

雄

飛

志

2

シ

ク

メ

ン

ヤ

空

教

―

―

阿

ヲ

シ

テ

ケ

遂

着

―

鞭ヲ

堂

唯ダ

鸞

蘇

生
ノ

ノ
ル
ヲ

愧

｝

一

牛

ヲ
後―

置
塔＿

カ

ラ

ン

モ

ナ

ル

ヲ

誰

誇

最

少

年

テ
観
レ

ヲ

ピ
J

L
 #

4
 

置
二

蒐

真

ナ
リ
ト

歓

事

タ
ル

依

然

古

態

そ

び

や

カ

ス

ヲ

臨

豆

吟

肩

笑 ス

名

優

ッ
テ
よ
わ
キ
ヲ

質

却

房

二

十

四

年

―

み

だ

リ

ニ

か

た

じ

け

な

ク

ス

J

切

辱

一

学

士

ヲ
佑゚尤―

シ

テ

ヲ

武

寺

n
H
ハ
レ
"
"
"

ク日、

真

ヲ

ス

ル

モ

ノ

文
「
諷
一
其

ヲ
音ì

而モ

ク

モ

ズ

ン

パ

シ

ク

ム

ニ

J

荀
非
＝
一
親
履
―
―
其

ヲ
境「

鳳
罪

書

サ
カロt;
』 9ヽヽ

ナ

ル

リ

テ

説
耳
。
至
～
二
明

ム
口

‘"ー`
＇

学ヲ

叫
っ

と

一

一

リ

蚤

有

二

航

西

之
志
『

ヘ
ラ
ク

以

為

今

之

医

ヽ，
 

学
、

ょ
M

自
二

泰

西

タ
ル
ー

来

。

縦

使ヒ

観

宗

息

八

月

十
日
、

リ
テ

至

一

陸

軍

ニ

ス

省
領
―

封

伝
- oヲ

初メ

余

ス
ル

之

卒

-
T
業

於

大

生

ヲ
学「

ネ
ー
ア
は
か
ル

兼

詢

一

陸

軍ノ

医

事ヲ
な
り也。

七

月

十

八

日

、

い

た

リ

テ

ニ

シ

ヲ

詣
レ
関
拝
～
一
天
顔
「

ス

辛

i

J

舌
「
・
け

横

浜
二3ニ

ズ
投

一

於

林

二

J

家

『

此

行

、

ケ

シ

ハ

ヲ

受

レ

命

リ
在――

六

二

月

十

七

日

『

キ

赴
一
一
徳

ニ

メ

国

修

衛

明

治

十

七

年

八

月

十

日。

午

後

六

土

寸

ム

1

廿

ヽ

y

1

車ハ

シ
テ

発
―
―
東

． 
ロ
A ＝ヽ
-、j

い
た
ル

抵―

て
い
る
。

こ
れ
を
読
ん
で
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。

□l
 

陸
軍
の
命
令
で
衛
生
制
度
調
査
の
た
め
に
ド
イ
ツ
ヘ
留
学
す
る
こ
と
が
決
定
し
た
折
の
も
ろ
も
ろ
の
感
慨
が
叙
さ
れ

次

の

文

章

は

森

鵬

外

の

「
航
西
日
記
」

の
一
節
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
、

東
京
大
学
医
学
部
卒
業
後
入
省
し
て
い
た

---10---



ホ
母
に
は
、
ぬ
か
喜
び
は
い
け
な
い
と
忠
告
し
て
も
ら
い
た
か
っ
た
の
だ

Iヽ

喜
び
を
抑
え
よ
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
抑
え
き
れ
な
い

ロ イ

問
二
十
二

ホ
西
洋
に
留
学
し
て
調
査
研
究
を
進
め
る
こ
と

易
北
河
の
ほ
と
り
を
飛
行
機
で
旋
回
す
る
こ
と

Iヽ 口
東
京
大
学
医
学
部
に
進
学
す
る
こ
と

イ
郷
里
か
ら
東
京
に
上
京
す
る
こ
と

解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

問
二
十
一

ホ ’‘ 口 ィ の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

問
二
十

て
は

ホ
な
け
れ
ば

の
意
同
を
付
度
で
き
な
け
れ
ば

’‘ れ
ば

口 イ

問
十
九

そ

c
き

六
朝
時
代
晋
の
祖
遂
に
、
親
し
み
を
示
す
「
阿
」
字
を
添
え
た
呼
称
。
祖
遂
は
、

着
け
る
」
と
い
う
故
事
（
「
晋
書
』
劉
現
伝
）

傍
線
部
ー
に
は
「
縦
使
ひ
其
の
文
を
観
、
其
の
音
を
諷
す
る
も
、
而
も
荀
く
も
親
し
く
其
の
境
を
履
む
に
非
ず
ん
ば
」
と
い
う
表

現
が
み
え
る
が
、
こ
の
部
分
の
大
意
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

縦
書
き
の
文
章
を
読
ん
で
、
そ
の
文
章
を
音
読
す
る
こ
と
が
出
来
て
も
、
も
し
も
そ
の
文
章
の
意
境
に
到
達
で
き
な
け
れ
ば

縦
書
き
の
日
本
語
の
文
章
を
目
で
見
て
、

〔

以

下

余

白

〕

一
歩
前
を
行
く
と
い
う
意
味
の
「
先
鞭
を

り
ゅ
う
こ
，
c

で
、
「
常
に
恐
る
、
祖
生
の
吾
に
先
ん
じ
て
鞭
を
着
け
ん
こ
と
を
」
と
劉
混
か
ら

日
本
語
の
発
音
が
出
来
て
も
、
そ
の
上
に
直
接
そ
の
文
章
を
書
い
た
人
に
面
談
し
な
け

た
と
い
外
国
の
文
章
を
読
ん
だ
り
、
そ
の
国
の
言
語
で
会
話
が
出
来
て
も
、
そ
の
上
に
も
し
実
際
に
そ
の
外
国
の
人
に
あ
っ
て
そ

も
し
も
西
洋
の
文
章
を
読
め
て
、
西
洋
の
言
語
を
発
音
出
来
て
も
、
そ
の
上
に
実
際
に
そ
の
国
に
住
ん
で
そ
の
国
の
人
と
交
際
し

も
し
も
ド
イ
ツ
の
文
章
を
目
で
読
ん
で
理
解
し
た
上
に
、
耳
て
聞
い
て
理
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
上
に
ド
イ
ツ
に
永
住
し
な
く

傍
線
部
2
を
「
空
し
く
阿
述
を
し
て
鞭
を
先
に
着
け
し
め
ん
や
」
と
書
き
下
し
た
場
合
、
こ
こ
て
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も

あ
あ
残
念
だ
、
祖
秋
と
い
う
友
人
に
牛
の
背
中
に
先
に
鞭
を
打
た
せ
て
し
ま
う
の
は

し
き
り
に
後
悔
さ
れ
る
の
は
祖
秋
君
だ
け
に
優
先
的
に
鞭
の
打
ち
方
を
教
え
て
や
っ
た
こ
と
た

窄
を
見
上
げ
て
は
祖
遂
君
に
ど
ん
ど
ん
先
に
進
ま
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
嘆
い
て
い
た
よ

天
分
が
備
わ
っ
て
い
る
の
か
、
祖
迅
君
は
ど
ん
ど
ん
鞭
を
打
っ
て
馬
を
先
に
進
め
て
い
る

手
を
こ
ま
ね
い
た
ま
ま
で
、
祖
迷
君
に
自
分
よ
り
ど
ん
ど
ん
先
に
進
ま
せ
て
な
る
も
の
か

傍
線
部

3
に
「
雄
飛
志
」
と
あ
る
が
、
本
文
に
お
け
る
こ
の
語
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、

大
学
を
卒
業
後
、
学
士
の
称
を
獲
得
す
る
こ
と

傍
線
部
4

「
欲
母
喜
不
可
得
也
」

の
解
釈
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

母
に
も
喜
ん
で
ほ
し
い
が
、
遠
く
離
れ
て
い
る
の
で
、
な
か
な
か
そ
う
も
い
か
な
い

世
間
体
も
あ
る
の
で
、
母
に
は
そ
ん
な
に
喜
ん
で
ほ
し
く
な
い

あ
ま
り
喜
ん
で
ば
か
り
い
る
と
他
に
つ
け
こ
ま
れ
る
と
い
う
教
訓
を
得
る
べ
き
だ

易
北
河

エ
ル
ベ
川
の
漢
字
表
記
。

言
わ
れ
て
、
ラ
イ
バ
ル
と
見
な
さ
れ
て
い
た
人
物
。

阿
迩

ll-



問
十
六

口 問

＋

問 問 口
六

a
 国

吾
1

]

1

1

0

 

b
 」

記

述

解

答
<2023 R05172016〉

受
験
番
号

万 千 百 I 

i f――----------

i 
氏

名

（注意） ・所定欄以外に受験番号・氏
名を記入してはならない。
記入した解答用紙は採点の
対象外となる場合がある。
・受験番号・氏名は上下の
両欄に記入すること。
・解答はすべてHBの黒鉛
竿または HBのシャープペ
ンシルで所定の解答欄に記
入すること。

c

□
l
 

用

紙

<2023 R05!720!6〉

問
十
六

口 問

十

問 問口，、

（
こ
の
欄

国

語

受
験
番
号

万 千 百 十

氏

名

9999 99999999999999999999999999999999999999 

口 口 口
↓

}

よ

ロ
解

答

を

普

か

な

い

（注意） ▲所定欄以外に受験番号・氏
名を記人してはならない。
記入した解答用紙は採点の
対象外となる場合がある。

と
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