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※
解
答
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
。
問
題
は
大
き
く
二
題
あ
る
。 

 
 
 

問
一
は
一
問
に
つ
き
一
行
で
答
え
る
こ
と
。 

 
 
 

問
題
用
紙
は
持
ち
帰
る
こ
と
。 

 
 
 

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

   

問
一 

つ
ぎ
の
空
欄 

① 

～ 

⑮ 
に
適
切
な
語
句
を
入
れ
よ
。 

 

（
１
）
現
代
語
「
起
き
る
」「
受
け
る
」
は
、
中
古
語
に
お
い
て
そ
の
終
止
形
は
そ
れ
ぞ
れ
「
起 

① 

」「
受 

② 

」
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
現

在
の
形
に
な
っ
た
の
は
、
ま
ず
、
係
り
結
び
の
多
用
に
よ
っ
て
終
止
形
が
連
体
形
と
合
一
化
し
、
さ
ら
に
使
用
頻
度
の
高
い 

 

③ 

形
に
合
わ
さ
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
代
語
「
起
き
る
」
の
活
用
の
種
類
は
カ
行 

④ 

段
活
用
で
あ
る
が
、
中
古
語
で
は
カ

行 

⑤ 

段
活
用
で
あ
っ
た
。 

（
１
）
係
り
結
び
は
時
代
と
と
も
に
次
第
に
そ
の
機
能
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
。
中
古
に
は
「
な
む
―
連
体
形
」
が
多
く
用
い
ら
れ
、
中
世
に
な
る

と
「 

⑥ 

―
連
体
形
」
が
こ
れ
に
代
わ
る
よ
う
に
な
る
。
係
り
結
び
で
最
も
後
ま
で
残
っ
た
の
は
「
こ
そ
― 

⑦ 

形
」
で
あ
る
。
こ
う
し
た 

⑧ 

助
詞
が
特
定
の
活
用
形
に
呼
応
す
る
係
り
結
び
の
法
則
を 

⑨ 

は
そ
の
著
『
て
に
を
は
紐
鏡
』
で
体
系
化
し
た
。 

（
３
）
中
世
に
お
い
て
外
国
資
料
に
よ
る
日
本
語
研
究
は
、
ま
ず
、 

⑩ 

人
の
宣
教
師
に
よ
る
も
の
で
、
こ
れ
を
キ
リ
シ
タ
ン
資
料
と
呼
ぶ
。

中
で
も 

⑪ 

会
に
よ
る
『
日
葡
辞
書
』
は
お
よ
そ
三
万
二
千
語
を
収
め
る
大
辞
書
で
あ
る
。
そ
の
編
纂
の
態
度
は
上
方
語
を
標
準
語
と
し
、
卑

語
と
さ
れ
る
民
衆
の
世
俗
的
な
表
現
や
九
州
方
言
を
避
け
る
意
識
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。 

（
４
）
い
っ
ぽ
う
、
ア
ジ
ア
に
目
を
移
す
と
中
国
資
料
と
し
て
『
日
本
館
訳
語
』
が
、
朝
鮮
資
料
と
し
て
『 

⑫ 

語
』
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は
キ

リ
シ
タ
ン
資
料
が
布
教
活
動
を
目
的
と
し
て
作
ら
れ
た
の
と
は
違
い
、
貿
易
や
外
交
の
た
め
に
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

（
５
）
近
世
語
は
前
期
の
上
方
語
中
心
の
時
代
と
後
期
の 

⑬ 

語
中
心
の
時
代
に
区
分
で
き
る
。
理
由
を
表
す
「
の
で
」
に
当
た
る
語
が
上
方

語
で
は
「
さ
か
い
」、 

⑬ 

語
で
は
「 

⑭ 

」
で
あ
っ
た
こ
と
が
『
浮
世
風
呂
』
な
ど
に
見
え
る
。
と
く
に
後
期
は
そ
れ
ま
で
の
慣
習
に
し

ば
ら
れ
ず
、
使
い
や
す
さ
を
重
視
し
た
変
容
が
生
じ
て
い
る
。
特
徴
的
な
も
の
に
お
前
［ae

］
が
お
め
え
［e:

］、
太
い
［oi
］
が 

⑮ 

［e:

］

に
な
る
長
音
化
の
現
象
が
あ
る
。 

  

問
二 

標
準
語
の
制
定
に
つ
い
て
二
つ
の
立
場
に
よ
る
主
張
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
中
心
と
な
る
人
物
た
ち
を
あ
げ
、
ど
の
よ
う
な
考
え
を
も

っ
て
標
準
語
を
制
定
し
よ
う
と
し
た
の
か
説
明
せ
よ
。 


