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※
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
。
問
題
用
紙
は
持
ち
帰
る
こ
と
。 

 
 
 

持
ち
込
み
品
は
全
て
可
。
た
だ
し
、
携
帯
電
話
は
か
ば
ん
の
中
に
し
ま
っ
て
お
く
こ
と
（
時
計
、
字
引
と
し
て
の
使
用
は
認
め
な
い
）。 

 
 
 

問
題
は
大
き
く
１
・
２
の
二
題
で
あ
る
。
１
は
一
問
に
つ
き
一
行
ず
つ
使
っ
て
答
え
よ
。 

 
 
 

次
週
は
答
案
を
返
却
す
る
の
で
必
ず
出
席
す
る
こ
と
。 

 

１ 

後
の
空
欄 

① 
～ 

⑮ 

に
適
切
な
語
句
ま
た
は
記
号
を
入
れ
な
さ
い
。 

（
１
） 

日
本
列
島
に
は
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
言
語
が
存
在
し
て
い
た
。
ア
イ
ヌ
語
、
日
本
語
、 

① 

語
で
あ
る
。

ア
イ
ヌ
語
は
現
在
、
生
活
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
消
滅
し
た
言
語
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ
て
い
る
。 

（
２
） 

国
語
学
と
い
う
名
称
は 
② 
を
解
釈
す
る
た
め
に
発
達
し
て
き
た
学
問
体
系
、
日
本
語
学
と
い
う
名
称
は
日

本
語
と
い
う
言
語
を
対
象
と
す
る
学
問
体
系
の
名
称
で
あ
る
。 

（
３
） 

あ
る
言
語
を
用
い
る
社
会
で
同
じ
音
だ
と
認
識
さ
れ
て
い
る
音
声
を 

③ 

と
い
う
。
日
本
語
で
は
［
ｌ
］
音

が
存
在
し
な
い
た
め
、r

i
c
e

もl
i
c
e

も
同
じ
音
に
聞
こ
え
る
な
ど
の
例
が
あ
る
。 

（
４
） 

定
義
の
要
素
と
し
て
構
音
点
、
構
音
法
、
声
帯
振
動
の
有
無
の
三
つ
で
決
ま
る
の
は 

④ 

で
あ
る
。
こ
の
う

ち
、
［
ｋ
］
と
［
ｇ
］
の
違
い
は 

⑤ 

の
要
素
に
よ
る
。 

（
５
） 

日
本
語
を
数
え
る
と
き
に
は
拍
（
モ
ー
ラ
）
と
い
う
単
位
を
用
い
る
、
一
方
、
音
声
学
で
は
音
の
ま
と
ま
り
を
示

す
音
節
と
い
う
単
位
が
あ
る
。「
緊
急
車
両
（
き
ん
き
ゅ
う
し
ゃ
り
ょ
う
）
」
は
、 
⑥ 

拍
（
モ
ー
ラ
）
、 

⑦ 

音
節
の

語
で
あ
る
。
拍
（
モ
ー
ラ
）
を
数
え
る
と
き
に
は 

⑧ 

音
に
注
意
す
る
。
も
と
も
と
日
本
語
に
な
か
っ
た
音
だ
か
ら
で

あ
る
。 

（
６
） 

濁
音
は
一
つ
の
単
語
で
あ
る
と
い
う
語
の
ま
と
ま
り
を
示
す
機
能
が
あ
る
。
雨
蛙
は
「
あ
ま
が
え
る
」
で
「
か
え

る
」
が
濁
音
化
し
て
語
の
ま
と
ま
り
を
示
し
て
い
る
。
一
方
で
、
雨
粒
は
「
あ
ま
つ
ぶ
」
で
「
あ
ま
づ
ぶ
」
に
は
な
ら
な
い
。

こ
れ
は
も
と
も
と
後
部
形
態
素
に
濁
音
が
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
、
こ
れ
を 

⑨ 

の
法
則
と
い
う
。 

（
７
） 

日
本
語
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
、
東
京
式
、
京
阪
式
、
一
型
の
三
種
類
に
大
別
さ
れ
る
が
、
最
も
古
の
は 

⑩ 
、

最
も
新
し
い
の
は
一
型
で
あ
る
。
京
阪
式
の
「 

⑪ 

」
を
「 

⑫ 

」
の
よ
う
に
二
拍
分
の
時
間
を
用
い
て
構
音
す
る

と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。 

（
８
） 

語
は
音
の
連
続
で
あ
る 

⑬ 

（
語
形
）
と
指
示
対
象
を
意
味
が
結
び
付
け
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

語
は
意
味
が
あ
れ
ば
実
体
の
な
い
「
幽
霊
」
な
ど
も
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
。 

（
９
） 

斎
宮
忌
詞
と
呼
ば
れ
る
位
相
語
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
死
や
血
に
関
す
る
こ
と
や
仏
教
に
関
す
る
こ
と
を
通
常
用
い

ら
れ
る
語
形
と
異
な
っ
た
呼
び
方
を
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
「
僧
侶
」
を
「 

⑭ 

」
と
い
う
。 

（
１
０
） 

日
本
の
方
言
研
究
は
区
画
論
、
方
言
地
理
学
、
社
会
言
語
学
の
よ
う
に
発
達
し
て
き
た
。
こ
の
う
ち
、
日
本
に

本
格
的
な
方
言
地
理
学
の
手
法
を
紹
介
し
た
の
は
ベ
ル
ギ
ー
人
の 

⑮ 

で
あ
る
。 

 

２ 

古
辞
書
と
近
代
国
語
辞
書
の
違
い
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
発
達
の
歴
史
や
機
能
（
使
わ
れ
方
）
に
着
目
し
て
説
明

せ
よ
。 



 


