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検定開始の合図があるまで問題を開いてはいけません。
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用 紙
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《
問
題
Ⅰ
》	

次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

第
一
問

　
次
の
問
題
文
に
は
⑴
～
⑷
の
よ
う
な
論
理
的
に
誤
っ
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
⑴
～
⑷
に
該
当
す
る
誤
っ
た
箇
所
の
行
数

を
答
え
、
間
違
い
を
抜
き
出
し
、
正
し
い
形
に
直
し
な
さ
い
。

	
	

⑴
　
指
示
語
の
使
い
方
が
間
違
っ
て
い
る
。

	
	

⑵
　
助
詞
、
助
動
詞
の
使
い
方
が
間
違
っ
て
い
る
。

	
	

⑶
　
接
続
語
が
間
違
っ
て
い
る
。

	
	

⑷
　
読
点
の
打
ち
方
が
間
違
っ
て
い
る
。

第
二
問
　
問
題
文
を
五
つ
の
段
落
に
分
け
て
、
第
二
、
三
、
四
、
五
段
落
の
最
初
の
七
文
字
（
句
読
点
・
記
号
を
含
む
）
を
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出

し
な
さ
い
。

�

【
問
題
文
】

	

地
球
温
暖
化
問
題
が
議
論
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
久
し
い
。
世
界
各
国
で
様
々
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

二
〇
一
七
年
の
大
気
中
の
温
室
効
果
ガ
ス
の
う
ち
、
二
酸
化
炭
素
、
メ
タ
ン
、
一
酸
化
二
窒
素
の
濃
度
は
、
い
ず
れ
も
過
去
最
高
を
更
新

し
た
。
世
界
の
年
平
均
気
温
は
、
百
年
あ
た
り
一
度
以
上
の
割
合
で
上
昇
し
て
お
り
、
特
に
一
九
九
〇
年
以
降
は
高
温
に
な
る
年
が
続
出

し
て
い
る
。
温
暖
化
は
、
世
界
各
地
に
様
々
な
影
響
を
も
た
ら
す
。
氷
河
の
縮
小
に
と
も
な
う
海
面
水
位
の
上
昇
、
動
植
物
の
生
息
域
の
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高
緯
度
化
、
農
作
物
の
栽
培
適
地
の
変
化
や
品
質
の
低
下
、
感
染
症
媒
介
蚊
の
分
布
域
の
北
上
。
さ
ら
に
、
近
年
で
は
、
集
中
豪
雨
や
干

ば
つ
、
ハ
リ
ケ
ー
ン
な
ど
異
常
気
象
に
よ
る
、
災
害
が
世
界
中
で
多
発
し
て
お
り
、
こ
う
し
た
こ
と
も
ま
た
、
温
暖
化
の
影
響
だ
と
さ
れ

て
い
る
。
温
暖
化
対
策
と
い
う
と
、
一
般
的
に
、
温
室
効
果
ガ
ス
の
排
出
を
削
減
し
た
り
、
植
林
に
よ
り
温
室
効
果
ガ
ス
の
吸
収
量
を
増

加
さ
せ
た
り
し
て
、
温
暖
化
の
進
行
を
食
い
止
め
る
た
め
の
対
策
を
想
像
す
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
対
策
を

「
緩
和
」
と
い
う
。
し
か
し
、「
緩
和
」
策
を
最
大
限
に
実
施
し
た
と
し
て
も
、
今
後
も
あ
る
程
度
の
温
暖
化
の
影
響
は
避
け
ら
れ
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
最
近
で
は
、
被
害
を
回
避
、
軽
減
す
る
た
め
の
対
処
療
法
的
な
取
り
組
み
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

日
本
で
は
、
二
〇
一
八
年
十
二
月
に
「
気
候
変
動
適
応
法
」
が
施
行
さ
れ
、
こ
の
法
律
を
も
と
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
計
画
で
は
、
産
業
、

国
民
生
活
、
防
災
な
ど
の
幅
広
い
分
野
に
わ
た
り
、
自
治
体
、
企
業
、
個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
取
り
組
む
べ
き
温
暖
化
へ
の
適
応
計
画
が
示
さ

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
地
域
の
特
産
物
の
品
種
改
良
を
行
い
、
高
温
に
適
し
た
品
種
を
開
発
す
る
こ
と
や
、
風
水
害
に
備
え
た
堤
防
の

強
化
や
住
民
の
避
難
の
仕
組
み
作
り
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
あ
の
よ
う
に
、
温
暖
化
の
進
行
に
よ
る
影
響
や
被
害
を
で
き
る
だ
け
減
ら
す

た
め
の
対
策
を
、「
適
応
」
と
い
う
。「
緩
和
」
策
が
、
温
室
効
果
ガ
ス
濃
度
を
抑
え
、
自
然
・
人
間
シ
ス
テ
ム
全
般
へ
の
影
響
を
抑
え
る

の
に
対
し
て
、「
適
応
」
策
は
、
直
接
的
に
特
定
の
シ
ス
テ
ム
へ
の
影
響
を
抑
え
る
の
が
特
徴
だ
。
し
た
が
っ
て
、「
緩
和
」
策
の
波
及
効

果
は
広
域
的
・
横
断
的
で
あ
り
、
世
界
全
体
で
進
め
な
い
と
高
い
効
果
は
得
ら
れ
な
い
。
一
方
で
、「
適
応
」
策
は
地
域
的
・
個
別
的
な

も
の
で
あ
り
、温
暖
化
の
影
響
自
体
が
和
ら
げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
緩
和
」
と
「
適
応
」
は
今
後
の
温
暖
化
対
策
の
両
輪
な
の
で
あ
る
。

５1015

５1015
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《
問
題
Ⅱ
》	

次
の
文
章
を
読
ん
で
、後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
当
代
随
一
の
絵
仏
師
良
秀
の
娘
は
大
殿
様
に
仕
え
て
い
ま
し
た
。
あ
る
時
、

大
殿
様
が
良
秀
に
地
獄
絵
を
描
く
よ
う
に
命
じ
ら
れ
た
と
こ
ろ
、
良
秀
は
実
際
に
そ
の
光
景
を
目
の
前
で
見
せ
て
下
さ
い
と
答
え

た
の
で
す
。

　
時
刻
は
彼
是
真
夜
中
に
も
近
か
っ
た
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
林
泉
を
つ
ゝ
ん
だ
暗
が
ひ
っ
そ
り
と
声
を
呑の

ん
で
、
一
同
の
す
る
息
を
窺

う
か
が

っ

て
い
る
と
思
う
中
に
は
、
唯
か
す
か
な
夜
風
の
渡
る
音
が
し
て
、
松
明
の
煙
が
そ
の
度
に
煤す

す

臭
い
匂
を
送
っ
て
参
り
ま
す
。
大
殿
様
は
暫
く

黙
っ
て
、
こ
の
不
思
議
な
景
色
を
じ
っ
と
眺
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
が
、
や
が
て
膝
を
御
進
め
に
な
り
ま
す
と
、

「
良
秀
、」
と
、
鋭
く
御
呼
び
か
け
に
な
り
ま
し
た
。

　
良
秀
は
何
や
ら
御
返
事
を
致
し
た
よ
う
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
私
の
耳
に
は
唯
、
唸う

な

る
よ
う
な
声
し
か
聞
え
て
参
り
ま
せ
ん
。

「（
　
　
　
　
　
⑴

　
　
　
　
　
）」

　
大
殿
様
は
こ
う
仰お

っ

有し
ゃ

っ
て
、御
側
の
者
た
ち
の
方
を
流
し
め
に
御
覧
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
時
何
か
大
殿
様
と
御
側
の
誰
彼
と
の
間
に
は
、

意
味
あ
り
げ
な
（
　
⒜
　
）
が
交
さ
れ
た
よ
う
に
も
見
う
け
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
或

あ
る
い

は
私
の
気
の
せ
い
か
も
分
り
ま
せ
ん
。
す
る
と
良
秀
は

畏
る
畏
る
頭
を
挙
げ
て
御
縁
の
上
を
仰
い
だ
ら
し
ゅ
う
ご
ざ
い
ま
す
が
、
や
は
り
何
も
申
し
上
げ
ず
に
控
え
て
居
り
ま
す
。

「（
　
　
　
　
　
⑵
　
　
　
　
　
）　
　
予
は
そ
の
車
に
こ
れ
か
ら
火
を
か
け
て
、
目
の
あ
た
り
に
炎
熱
地
獄
を
現
ぜ
さ
せ
る
心
つ
も
り
じ
ゃ

が
。」

　
大
殿
様
は
又
言
を
御
止
め
に
な
っ
て
、
御
側
の
者
た
ち
に
め
く
ば
せ
を
な
さ
い
ま
し
た
。
そ
れ
か
ら
急
に
苦
々
し
い
御
調
子
で
、	

「（
　
　
　
　
　
⑶

　
　
　
　
　
）
さ
れ
ば
車
に
火
を
か
け
た
ら
、（

　
⒝

　
）
そ
の
女
め
は
肉
を
焼
き
骨
を
焦
し
て
、
四
苦
八
苦
の
最
期
を
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遂
げ
る
で
あ
ろ
う
。（

　
　
　
　
　
⑷

　
　
　
　
　
）
雪
の
よ
う
な
肌
が
燃
え
爛た

だ

れ
る
の
を
見
の
が
す
な
。
黒
髪
が
火
の
粉
に
な
っ
て
、
舞

い
上
る
さ
ま
も
よ
う
見
て
置
け
。」

　
大
殿
様
は
三
度
口
を
お
つ
ぐ
み
に
な
り
ま
し
た
が
、
何
を
御
思
い
に
な
っ
た
の
か
、
今
度
は
唯
肩
を
揺
っ
て
、
声
も
立
て
ず
に
御
笑
い
な

さ
り
な
が
ら
、

「（
　
　
　
　
　
⑸

　
　
　
　
　
）
そ
れ
〳
〵
、
簾み

す

を
揚
げ
て
、
良
秀
に
中
の
女
を
見
せ
て
遣
さ
ぬ
か
。」

　
仰
を
聞
く
と
仕
丁
の
一
人
は
、
片
手
に
松ま

明つ

の
火
を
高
く
か
ざ
し
な
が
ら
、
つ
か
〳
〵
と
車
に
近
づ
く
と
、（

　
⒞

　
）
片
手
を
さ
し
伸

ば
し
て
、
簾
を
さ
ら
り
と
揚
げ
て
見
せ
ま
し
た
。
け
た
ゝ
ま
し
く
音
を
立
て
て
燃
え
る
松
明
の
光
は
、
一
し
き
り
赤
く
ゆ
ら
ぎ
な
が
ら
、
忽

た
ち
ま

ち
狭
い
は
こ
の
中
を
鮮
か
に
照
し
出
し
ま
し
た
が
、
と
こ
の
上
に
む
ご
た
ら
し
く
、
鎖
に
か
け
ら
れ
た
女
房
は

　
　
あ
ゝ
、
誰
か
見
違
え
を

致
し
ま
し
ょ
う
。
私
は
危
く
叫
び
声
を
立
て
よ
う
と
致
し
ま
し
た
。

　
そ
の
時
で
ご
ざ
い
ま
す
。
私
と
向
い
あ
っ
て
い
た
侍
は
慌
し
く
身
を
起
し
て
、
柄つ

か

頭
が
し
ら

を
片
手
に
抑
え
な
が
ら
、
き
つ
と
良
秀
の
方
を
睨に

ら

み

ま
し
た
。
そ
れ
に
驚
い
て
眺
め
ま
す
と
、
あ
の
男
は
こ
の
景
色
に
、
半
ば
正
気
を
失
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
し
ょ
う
。
今
ま
で
下
に

蹲
う
ず
く
ま

っ
て

い
た
の
が
、
急
に
飛
び
立
っ
た
と
思
い
ま
す
と
、
両
手
を
前
へ
伸
し
た
儘ま

ま

、
車
の
方
へ
思
は
ず
知
ら
ず
走
り
か
ゝ
ろ
う
と
致
し
ま
し
た
。
唯

（
　
⒟
　
）
前
に
も
申
し
ま
し
た
通
り
、
遠
い
影
の
中
に
居
り
ま
す
の
で
、
顔か

お

貌
か
た
ち

は
は
っ
き
り
と
分
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
思
っ
た
の
は

ほ
ん
の
一
瞬
間
で
、
色
を
失
っ
た
良
秀
の
顔
は
、
い
や
、
ま
る
で
何
か
目
に
見
え
な
い
力
が
、
宙
へ
吊つ

り
上
げ
た
よ
う
な
良
秀
の
姿
は
、
忽

ち
う
す
暗
が
り
を
切
り
抜
い
て
あ
り
〳
〵
と
眼
前
へ
浮
び
上
り
ま
し
た
。
娘
を
乗
せ
た
檳び

榔ろ
う

毛げ

の
車
が
、
こ
の
時
、「
火
を
か
け
い
」
と
云い

う
大
殿
様
の
御
言
と
共
に
、
仕
丁
た
ち
が
投
げ
る
松
明
の
火
を
浴
び
て
炎
々
と
燃
え
上
っ
た
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。
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火
は
見
る
〳
〵
中
に
、
車や

か

た蓋
を
つ
ゝ
み
ま
し
た
。
庇

ひ
さ
し

に
つ
い
た
紫
の
流ふ

蘇さ

が
、
煽あ

お

ら
れ
た
よ
う
に
さ
っ
と
靡な

び

く
と
、
そ
の
下
か
ら
濛も

う

々も
う

と

夜
目
に
も
白
い
煙
が
渦
を
巻
い
て
、
或
は
簾

す
だ
れ

、
或
は
袖
、
或
は
棟
の
金
物
が
、
一
時
に
砕
け
て
飛
ん
だ
か
と
思
う
程
、
火
の
粉
が
雨
の
よ
う

に
舞
い
上
る

　
　
そ
の
凄
じ
さ
と
云
っ
た
ら
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
い
や
、
そ
れ
よ
り
も
め
ら
め
ら
と
舌
を
吐
い
て
袖
格
子
に
搦か

ら

み
な
が
ら
、
半

空
ま
で
も
立
ち
昇
る
烈
々
と
し
た
炎
の
色
は
、
ま
る
で
日
輪
が
地
に
落
ち
て
、
天
火
が

迸
ほ
と
ば
し

っ
た
よ
う
だ
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
。
前
に

危
く
叫
ぼ
う
と
し
た
私
も
、
今
は
全
く
魂
を
消
し
て
、
唯
茫ぼ

う

然ぜ
ん

と
口
を
開
き
な
が
ら
、
こ
の
恐
ろ
し
い
光
景
を
見
守
る
よ
り
外
は
ご
ざ
い
ま

せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
親
の
良
秀
は

　
　

　
良
秀
の
そ
の
時
の
顔
つ
き
は
、
今
で
も
私
は
忘
れ
ま
せ
ん
。
思
わ
ず
知
ら
ず
車
の
方
へ
駆
け
寄
ろ
う
と
し
た
あ
の
男
は
、
火
が
燃
え
上
る

と
同
時
に
、
足
を
止
め
て
、
や
は
り
手
を
さ
し
伸
し
た
儘
、
食
い
入
る
ば
か
り
の
眼
つ
き
を
し
て
、
車
を
つ
ゝ
む
焔え

ん

煙え
ん

を
吸
い
つ
け
ら
れ
た

よ
う
に
眺
め
て
居
り
ま
し
た
が
、
満
身
に
浴
び
た
火
の
光
で
、
皺し

わ

だ
ら
け
な
醜
い
顔
は
、
髭ひ

げ

の
先
ま
で
も
よ
く
見
え
ま
す
。
が
、
そ
の
大
き

く
見
開
い
た
眼
の
中
と
云
い
、
引
き
歪ゆ

が

め
た
唇
の
あ
た
り
と
云
い
、
或
は
又
絶
え
ず
引
き
攣つ

っ
て
い
る
頬
の
肉
の
震
え
と
云
い
、
良
秀
の
心

に
交こ

も

々ご
も

往
来
す
る
恐
れ
と
悲
し
み
と
驚
き
と
は
、（
　
⒠
　
）
顔
に
描
か
れ
ま
し
た
。
首
を
刎は

ね
ら
れ
る
前
の
盗
人
で
も
、
乃な

い

し至
は
十
王
の

庁
へ
引
き
出
さ
れ
た
、
十
逆
五
悪
の
罪
人
で
も
、
あ
ゝ
ま
で
苦
し
そ
う
な
顔
を
致
し
ま
す
ま
い
。
こ
れ
に
は
（
　
⒡
　
）
あ
の
強
力
の
侍
で

さ
え
、
思
は
ず
色
を
変
え
て
、
畏
る
〳
〵
大
殿
様
の
御
顔
を
仰
ぎ
ま
し
た
。

　
が
、
大
殿
様
は
緊か

た

く
唇
を
御お

噛か

み
に
な
り
な
が
ら
、
時
々
気
味
悪
く
御
笑
い
に
な
っ
て
、
眼
も
放
さ
ず
じ
っ
と
車
の
方
を
御
見
つ
め
に
な
っ

て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。
そ
う
し
て
そ
の
車
の
中
に
は

　
　
あ
ゝ
、
私
は
そ
の
時
、
そ
の
車
に
ど
ん
な
娘
の
姿
を
眺
め
た
か
、
そ
れ
を
詳
し

く
申
し
上
げ
る
勇
気
は
、（

　
⒢

　
）
あ
ろ
う
と
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
。
あ
の
煙
に
咽む

せ

ん
で
仰
向
け
た
顔
の
白
さ
、
焔

ほ
む
ら

を
掃は

ら

っ
て
ふ
り
乱
れ
た

髪
の
長
さ
、そ
れ
か
ら
又
見
る
間
に
火
と
変
わ
っ
て
行
く
、桜
の
唐
衣
の
美
し
さ
、　

　
何
と
云
う
惨
た
ら
し
い
景
色
で
ご
ざ
い
ま
し
た
ろ
う
。
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殊
に
夜
風
が
一ひ

と

下お
ろ

し
し
て
、
煙
が
向
う
へ
靡
い
た
時
、
赤
い
上
に
金
粉
を
撒
い
た
よ
う
な
、
焔
の
中
か
ら
浮
き
上
っ
て
、
髪
を
口
に
噛
み
な

が
ら
、
縛

い
ま
し
めの

鎖
も
切
れ
る
ば
か
り
身み

悶も
だ

え
を
し
た
有
様
は
、
地
獄
の
（

　
⒣

　
）
を
目
の
あ
た
り
へ
写
し
出
し
た
か
と
疑
わ
れ
て
、
私
始
め

強
力
の
侍
ま
で
お
の
づ
と
身
の
毛
が
よ
だ
ち
ま
し
た
。

	

芥
川
龍
之
介｢

地
獄
変｣

　

第
一
問

　（
　
⒜

　
）
～
（

　
⒣

　
）
に
入
る
言
葉
を
次
の
ア
～
ク
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

	
	

ア
　
到
底

　
　
イ

　
歴
々
と

　
　
ウ

　
生
憎

　
　
エ

　
必
定

　
　
オ

　
業
苦

　
　
カ

　
矢
庭
に

	
	

キ
　
微
笑

　
　
ク

　
流
石
に

第
二
問
　（
　
⑴
　
）
～
（
　
⑸
　
）
に
入
る
セ
リ
フ
を
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

	
	

ア
　
末
代
ま
で
も
な
い
観
物
じ
ゃ
。
予
も
こ
こ
で
見
物
し
よ
う
。

	
	

イ
　
そ
の
内
に
は
罪
人
の
女
房
が
一
人
、
縛

い
ま
し

め
た
儘ま

ま

、
乗
せ
て
あ
る
。

	
	

ウ
　
良
秀
。
今
宵
は
そ
の
方
の
望
み
通
り
、
車
に
火
を
か
け
て
見
せ
て
遣
わ
そ
う
。

	
	

エ
　
そ
の
方
が
屏

び
ょ
う

風ぶ

を
仕
上
げ
る
に
は
、
又
と
な
い
よ
い
手
本
じ
ゃ
。

	
	

オ
　
よ
う
見
い
。
そ
れ
は
予
が
日
頃
乗
る
車
じ
ゃ
。
そ
の
方
も
覚
え
が
あ
ろ
う
。
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第
三
問
　
次
の
一
文
を
元
の
場
所
に
戻
し
、
そ
の
直
後
の
七
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

	

き
ら
び
や
か
な
ぬ
い
の
あ
る
桜
の
唐
衣
に
す
べ
ら
か
し
黒
髪
が
艶
や
か
に
垂
れ
て
、
う
ち
か
た
む
い
た
黄
金
の
釵さ

い

子し

も
美
し
く
輝

い
て
見
え
ま
し
た
が
、
身
な
り
こ
そ
違
へ
、
小
造
り
な
体
つ
き
は
、
色
の
白
い
頸

う
な
じ

の
あ
た
り
は
、
そ
う
し
て
あ
の
寂
し
い
位
つ
ゝ
ま

し
や
か
な
横
顔
は
、
良
秀
の
娘
に
相
違
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。

第
四
問

　
傍
線
部
「
思
わ
ず
知
ら
ず
車
の
方
へ
駆
け
寄
ろ
う
と
し
た
あ
の
男
は
、
火
が
燃
え
上
る
と
同
時
に
、
足
を
止
め
て
、
や
は
り
手
を

さ
し
伸
し
た
儘ま

ま

、
食
い
入
る
ば
か
り
の
眼
つ
き
を
し
て
、
車
を
つ
ゝ
む
焔え

ん

煙え
ん

を
吸
い
つ
け
ら
れ
た
よ
う
に
眺
め
て
居
り
ま
し
た
が
、

満
身
に
浴
び
た
火
の
光
で
、
皺し

わ

だ
ら
け
な
醜
い
顔
は
、
髭ひ

げ

の
先
ま
で
も
よ
く
見
え
ま
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
時
の
良
秀
の
心
情

を
五
十
字
以
内
（
句
読
点
を
含
む
）
で
説
明
し
な
さ
い
。
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《
問
題
Ⅲ
》	

次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

第
一
問

　
次
の
言
葉
を
並
べ
変
え
て
、
一
文
を
作
り
な
さ
い
。

	
	

⑴
　
人
間
で

　
　
周
囲
の

　
　
整
理
す
る

　
　
あ
る

　
　
情
報
を

　
　
の
が

　
　
論
理
で

　
　
。

	
	

⑵
　
気
持
ち

　
　
察
し

　
　
を

　
　
日
本
人

　
　
会
話

　
　
す
る

　
　
な
が
ら

　
　
は

　
　
の

　
　
相
手

　
　
を

　
　
。

第
二
問

　
次
の
語
句
を
並
べ
か
え
て
一
文
を
作
成
し
な
さ
い
。
た
だ
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
文
に
は
、
不
要
な
語
句
が
二
つ
ず
つ
あ
り
ま
す
。

	
	

⑴
　
種
の

　
　
お
よ
ぶ

　
　
保
護
す
る

　
　
百
万
に

　
　
絶
滅
の

　
　
人
間
と

　
　
危
機
に

　
　
瀕ひ

ん

す
る

　
　
数
は

　
　
。

	
	

⑵
　
心
理
　
　
正
し
く
　
　
前
提
に
　
　
判
断
が
　
　
道
徳
教
育
は
　
　
判
断
す
る
　
　
能
力
が
　
　
な
る
　
　
。

第
三
問
　
次
の
言
葉
を
並
べ
変
え
て
、
一
文
を
作
り
な
さ
い
。

	
	

⑴
　
か

　
　
日

　
　
持

　
　
朝

　
　
だ

　
　
小

　
　
ら

　
　
良

　
　
春

　
　
気

　
　
ち

　
　
い

　
　
の

　
　
和

　
　
。

	
	

⑵
　
と

　
　
鬼

　
　
し

　
　
彼

　
　
こ

　
　
心

　
　
新

　
　
は

　
　
暗

　
　
い

　
　
に

　
　
だ

　
　
疑

　
　
。
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第
四
問
　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、（
　
　
）
に
当
て
は
ま
る
二
字
熟
語
を
、
後
の
漢
字
を
組
み
合
わ
せ
て
答
え
な
さ
い
。

	
漫
画
や
ア
ニ
メ
を
原
作
と
し
た
舞
台
に
は
独
特
の
難
し
さ
が
あ
る
。
原
作
を
読
ん
だ
り
視
聴
し
た
り
し
た
観
客
の
中
で
、
作
品
の
視
覚

的
イ
メ
ー
ジ
が
完
成
し
て
い
る
か
ら
だ
。
舞
台
上
に
そ
う
し
た
（

　
　
）
の
世
界
を
映
し
出
す
に
は
、
相
応
の
工
夫
が
必
要
と
な
る
。

	

者
　
　
像

　
　
空

　
　
美

　
　
実

　
　
役

　
　
表

　
　
現

　
　
架

第
五
問

　
次
の
文
章
を
読
ん
で
、（

　
⑴

　
）（

　
⑵

　
）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
後
の
ア
～
キ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

	

人
は
自
分
の
有
能
さ
を
誇
り
、
そ
の
才
能
を
周
囲
に
（

　
⑴

　
）
し
よ
う
と
し
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
、
少
し
待
っ
て
欲
し
い
。

　
あ
な
た
に
圧
倒
さ
れ
た
周
囲
の
人
た
ち
の
目
は
、た
ち
ま
ち
（

　
⑵

　
）
に
変
じ
る
の
だ
。
彼
等
は
絶
え
ず
あ
な
た
を
観
察
し
て
い
る
。

そ
の
目
で
観
察
さ
れ
る
と
、
僅
か
な
過
失
で
も
拡
大
さ
れ
て
、
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
大
き
な
過
失
と
な
る
。

　
ど
ん
な
優
秀
な
人
間
で
も
、
い
つ
か
は
過
失
を
犯
す
も
の
だ
、
そ
の
時
は
、
誰
も
容
赦
す
る
こ
と
な
く
、
あ
な
た
を
非
難
、
攻
撃
す
る

だ
ろ
う
。

	

ア
　
固
持
　
　
イ
　
堅
持
　
　
ウ
　
顕
示
　
　
エ
　
圧
倒
　
　
オ
　
望
遠
鏡
　
　
カ
　
内
視
鏡
　
　�

キ
　
顕
微
鏡
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《
問
題
Ⅳ
》	

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

	

木
の
葉
の
間
か
ら
高
い
窓
が
見
え
て
、
そ
の
窓
の
隅
か
ら
ケ
ー
ベ
ル
先
生
の
頭
が
見
え
た
。
傍
か
ら
濃
い
藍
色
の
煙
が
立
っ
た
。
先
生

は
煙
草
を
呑の

ん
で
い
る
な
と
余
は
安
倍
君
に
云い

っ
た
。

	

こ
の
前
こ
こ
を
通
っ
た
の
は
い
つ
だ
か
忘
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
今
日
見
る
と
わ
ず
か
の
間
に
も
う
だ
い
ぶ
様
子
が
違
っ
て
い
る
。
甲
武

線
の
崖
上
は
角
並
新
ら
し
い
立
派
な
家
に
建
て
易
え
ら
れ
て
い
ず
れ
も
伝
統
的
日
本
の
産
み
出
し
た
富
の
威
力
と
切
り
放
す
事
の
で
き
な

い
門
構
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
の
中
に
先
生
の
住
居
だ
け
が
過
去
の
（

　
⒜

　
）
の
ご
と
く
た
っ
た
一
軒
古
ぼ
け
た
な
り
で
残
っ
て
い
る
。

先
生
は
こ
の
燻く

す

ぶ
り
返
っ
た
家
の
書
斎
に
這は

入い

っ
た
な
り
滅
多
に
外
へ
出
た
事
が
な
い
。
そ
の
書
斎
は
と
り
も
な
お
さ
ず
先
生
の
頭
が
見

え
た
木
の
葉
の
間
の
高
い
所
で
あ
っ
た
。

	
	

（
中
略
）

	

余
は
先
生
に
一
人
で
淋さ

び

し
く
は
あ
り
ま
せ
ん
か
と
聞
い
た
ら
、
先
生
は
少
し
も
淋
し
く
は
な
い
と
答
え
ら
れ
た
。
西
洋
へ
帰
り
た
く
は

あ
り
ま
せ
ん
か
と
尋
ね
た
ら
、
そ
れ
ほ
ど
西
洋
が
好
い
と
も
思
わ
な
い
、（
　
⑴
　
）
日
本
に
は
演
奏
会
と
芝
居
と
図
書
館
と
画
館
が
な

い
の
が
困
る
、
そ
れ
だ
け
が
不
便
だ
と
云
わ
れ
た
。
一
年
ぐ
ら
い
暇
を
貰も

ら

っ
て
遊
ん
で
来
て
は
ど
う
で
す
と
促
が
し
て
見
た
ら
、
そ
り
ゃ

無
論
や
っ
て
貰
え
る
、
け
れ
ど
も
そ
れ
は
好
ま
な
い
。
私
が
も
し
日
本
を
離
れ
る
事
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
永
久
に
離
れ
る
。
け
っ
し
て
二

度
と
は
帰
っ
て
来
な
い
と
云
わ
れ
た
。

　
先
生
は
こ
う
い
う
風
に
そ
れ
ほ
ど
故
郷
を
慕
う
様
子
も
な
く
、
あ
な
が
ち
（

　
⒝

　
）
を
嫌
う
気
色
も
な
く
、
自
分
の
性
格
と
は
容
れ

に
く
い
ほ
ど
に
矛
盾
な
乱
雑
な
（
　
⒞
　
）
に
し
て
安
っ
ぽ
い
い
わ
ゆ
る
新
時
代
の
世
態
が
、
周
囲
の
過
渡
層
の
底
か
ら
し
だ
い
し
だ
い
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に
浮
き
上
っ
て
、
自
分
を
そ
の
中
心
に
陥
落
せ
し
め
ね
ば
や
ま
ぬ
勢
を
得
つ
つ
進
む
の
を
、
日
ご
と
眼
前
に
目
撃
し
な
が
ら
、
そ
れ
を
別

世
界
に
起
る
風
馬
牛
の
現
象
の
ご
と
く
よ
そ
に
見
て
、
極
め
て
落
ち
つ
い
た
十
八
年
を
吾わ

が

邦く
に

で
過
ご
さ
れ
た
。
先
生
の
生
活
は
そ
っ
と	

（
　
⒟

　
）
の
巷

ち
ま
た

に
棄
て
ら
れ
た
希ギ

リ
シ
ャ臘

の
彫
刻
に
血
が
通
い
出
し
た
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
雑
踏
の
中
に
己
れ
を
動
か
し
て
い
か
に
も
静

か
で
あ
る
。
先
生
の
踏
む
靴
の
底
に
は
（

　
⒠

　
）
を
噛か

む
鋲

び
ょ
う

の
響
が
な
い
。
先
生
は
紀
元
前
の
（

　
⒡

　
）
の
人
の
ご
と
く
に
、
し
な

や
か
な
革
で
作
っ
た
サ
ン
ダ
ル
を
穿は

い
て
お
と
な
し
く
電
車
の
傍
を
歩
い
て
い
る
。

　
先
生
は
昔
烏

か
ら
す

を
飼
っ
て
お
ら
れ
た
。
ど
こ
か
ら
来
た
か
分
ら
な
い
の
を
餌
を
や
っ
て
放
し
飼
に
し
た
の
で
あ
る
。
先
生
と
烏
と
は
妙
な

因
縁
に
聞
え
る
。先
生
が
大
学
の
図
書
館
で
書
架
の
中
か
ら
ポ
ー
の
全
集
を
引
き
お
ろ
し
た
の
を
見
た
の
は
昔
の
事
で
あ
る
。先
生
は
ポ
ー

も
ホ
フ
マ
ン
も
好
き
な
の
だ
と
云
う
。
こ
の
夕

ゆ
う
べ

そ
の
烏
の
事
を
思
い
出
し
て
、
あ
の
烏
は
ど
う
な
り
ま
し
た
と
聞
い
た
ら
、
あ
れ
は
死
に

ま
し
た
、
凍
え
て
死
に
ま
し
た
。
寒
い
晩
に
庭
の
木
の
枝
に
留
っ
た
ま
ん
ま
、
翌あ

く
る
ひ日

に
な
る
と
死
ん
で
い
ま
し
た
と
答
え
ら
れ
た
。

	

烏
の
つ
い
で
に
蝙こ

う

蝠も
り

の
話
が
出
た
。
安
倍
君
が
蝙
蝠
は
懐
疑
な
鳥
だ
と
云
う
か
ら
、
な
ぜ
と
反
問
し
た
ら
、
で
も
薄
暗
が
り
に
は
た
は

た
飛
ん
で
い
る
か
ら
と
謎
の
よ
う
な
答
を
し
た
。
余
は
蝙
蝠
の
翼
が
好
だ
と
云
っ
た
。
先
生
は
あ
れ
は
悪
魔
の
翼
だ
と
云
っ
た
。（
　
⑵
　
）

画
に
あ
る
悪
魔
は
い
つ
で
も
蝙
蝠
の
羽
根
を
背
負
っ
て
い
る
。

	

そ
の
時
夕
暮
の
窓
際
に
近
く
日
暮
し
が
来
て
朗
ら
に
鋭
ど
い
声
を
立
て
た
の
で
、卓
を
囲
ん
だ
四
人
は
し
ば
ら
く
そ
れ
に
耳
を
傾
け
た
。

あ
の
鳴
声
に
も
以イ

タ

リ

ヤ

太
利
の
連
想
が
あ
る
で
し
ょ
う
と
余
は
先
生
に
尋
ね
た
。
そ
こ
で
外そ

面と

か
ら
射
す
夕
暮
に
近
い
明
り
を
受
け
て
始
め
て

先
生
の
顔
を
熟
視
し
た
。
こ
れ
は
先
生
が
少
し
前
に
蜥と

か

げ蜴
が
美
く
し
い
と
云
っ
た
の
で
、
青
く
澄
ん
だ
以
太
利
の
空
を
思
い
出
さ
せ
や
し

ま
せ
ん
か
と
聞
い
た
ら
、
そ
う
だ
と
答
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
日
暮
し
の
時
に
は
、
先
生
は
少
し
首
を
傾
む
け
て
、
い
や
彼あ

れ

は

以
太
利
じ
ゃ
な
い
、
ど
う
も
以
太
利
で
は
聞
い
た
事
が
な
い
よ
う
に
思
う
と
云
わ
れ
た
。
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余
ら
は
熱
い
都
の
中
心
に
誤
っ
て
点
ぜ
ら
れ
た
と
も
見
え
る
古
い
家
の
中
で
、
静
か
に
こ
ん
な
話
を
し
た
。（

　
⑶

　
）
菊
の
話
と
椿

つ
ば
き

の
話
と
鈴す

ず

蘭ら
ん

の
話
を
し
た
。
果
物
の
話
も
し
た
。
そ
の
果
物
の
う
ち
で
も
っ
と
も
香
り
の
高
い
遠
い
国
か
ら
来
た
レ
モ
ン
の
露
を
搾
っ
て

水
に
滴
ら
し
て
飲
ん
だ
。
珈コ

ー

琲ヒ
ー

も
飲
ん
だ
。
す
べ
て
の
飲
料
の
う
ち
で
珈
琲
が
一
番
旨
い
と
い
う
先
生
の
嗜し

好こ
う

も
聞
い
た
。
そ
れ
か
ら
静

か
な
夜
の
中
に
安
倍
君
と
二
人
で
出
た
。

	

先
生
の
顔
が
花
や
か
な
演
奏
会
に
見
え
な
く
な
っ
て
か
ら
、（

　
⑷

　
）
よ
ほ
ど
に
な
る
。
先
生
は
ピ
ヤ
ノ
に
手
を
触
れ
る
事
す
ら
日

本
に
来
て
は
口
外
せ
ぬ
つ
も
り
で
あ
っ
た
と
云
う
。
先
生
は
（

　
⑸

　
）
浮
い
た
事
が
嫌
な
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
演
奏
会
を
謝
絶
し
た

先
生
は
、
た
だ
自
分
の
部
屋
で
自
分
の
気
に
向
い
た
と
き
だ
け
楽
器
の
前
に
坐
る
、
そ
う
し
て
自
分
の
音
楽
を
自
分
だ
け
で
聞
い
て
い
る
。

そ
の
ほ
か
に
は
た
だ
書
物
を
読
ん
で
い
る
。

　
文
科
大
学
へ
行
っ
て
、
こ
こ
で
一
番
人
格
の
高
い
教
授
は
誰
だ
と
聞
い
た
ら
、
百
人
の
学
生
が
九
十
人
ま
で
は
、
数
あ
る
日
本
の
教
授

の
名
を
口
に
す
る
前
に
、
ま
ず
フ
ォ
ン
・
ケ
ー
ベ
ル
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
か
ほ
ど
に
多
く
の
学
生
か
ら
尊
敬
さ
れ
る
先
生
は
、
日
本
の
学

生
に
対
し
て
終
始
渝か

わ

ら
ざ
る
興
味
を
抱
い
て
、
十
八
年
の
長
い
間
哲
学
の
講
義
を
続
け
て
い
る
。
先
生
が
疾と

く
に
索さ

く

寞ば
く

た
る
日
本
を
去
る

べ
く
し
て
、
い
ま
だ
に
去
ら
な
い
の
は
、
実
に
こ
の
愛
す
べ
き
学
生
あ
る
が
た
め
で
あ
る
。

	

夏
目
漱
石｢

ケ
ー
ベ
ル
先
生｣

　

第
一
問

　
次
の
一
文
を
元
の
場
所
に
戻
し
て
、
そ
の
直
後
の
五
字
（
句
読
点
・
記
号
等
を
含
む
）
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

	
	
	

こ
の
二
つ
を
頭
の
中
で
結
び
つ
け
る
と
一
種
の
気
持
が
起
る
。
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第
二
問
　
問
題
文
中
に
論
理
的
に
お
か
し
い
語
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
語
を
二
字
の
漢
字
で
抜
き
出
し
、正
し
い
二
字
の
漢
字
を
書
き
な
さ
い
。

第
三
問

　
問
題
文
中
に
余
分
な
一
文
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
一
文
の
初
め
の
五
字
（
句
読
点
・
記
号
等
を
含
む
）
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。

第
四
問

　（
　
⑴

　
）
～
（

　
⑸

　
）
に
入
る
言
葉
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

	
	

ア
　
も
う

　
　
イ

　
そ
れ
か
ら

　
　
ウ

　
そ
れ
ほ
ど

　
　
エ

　
し
か
し

　
　
オ

　
な
る
ほ
ど

第
五
問

　（
　
⒜

　
）
～
（

　
⒡

　
）
に
入
る
言
葉
を
、
次
の
ア
～
カ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

	
	

ア
　
煤ば

い

煙え
ん

　
　
イ

　
日
本

　
　
ウ

　
記
念

　
　
エ

　
空
虚

　
　
オ

　
敷
石

　
　
カ

　
半
島
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《
問
題
Ⅴ
》	

論
理
的
な
文
章
と
は
、
不
特
定
多
数
の
読
者
に
向
け
て
、
自
分
の
主
張
を
な
る
べ
く
誤
解
の
な
い
よ
う
に
筋
道
を
立
て
、
し
か

も
、
正
確
に
伝
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。
自
分
が
思
っ
て
い
る
こ
と
を
、
す
べ
て
の
読
者
が
同
じ
よ
う
に
思
っ
て
い
る
と
は
限

ら
な
い
の
で
、
自
分
の
主
張
に
対
し
て
は
論
証
責
任
が
生
じ
ま
す
。
以
上
を
念
頭
に
置
い
て
、
次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　
日
本
に
お
け
る
在
留
外
国
人
数
は
近
年
増
え
続
け
、
二
〇
一
八
年
末
に
二
七
三
万
一
〇
九
三
人
と
な
り
、
前
年
末
よ
り
六
・
六
％
増
加
し

て
過
去
最
高
と
な
り
ま
し
た
。
今
年
四
月
に
は
、
新
た
な
在

※

留
資
格
で
あ
る
「
特
定
技
能
」
が
創
設
さ
れ
、
介
護
、
農
業
、
建
設
、
外
食
等

の
十
四
業
種
で
外
国
人
労
働
者
の
受
け
入
れ
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
在
留
外
国
人
は
、
今
後
ま
す
ま
す
増
加
す
る
こ
と
が
予

測
さ
れ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
多
く
の
外
国
人
に
と
っ
て
、
日
本
で
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
の
は
難
し
く
、
安
心
し
て
日
本

に
居
住
す
る
た
め
に
は
課
題
が
あ
る
と
言
え
ま
す
。

　
在
留
外
国
人
の
増
加
に
よ
る
日
本
社
会
へ
の
影
響
お
よ
び
課
題
に
つ
い
て
、三
百
字
以
内
（
句
読
点
を
含
む
）
で
論
じ
な
さ
い
。
た
だ
し
、

後
の
①
～
⑥
の
言
葉
を
す
べ
て
使
用
す
る
こ
と
。

	
	

※
在
留
資
格
…
外
国
人
が
日
本
に
在
留
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
法
で
定
め
ら
れ
て
い
る
一
定
の
資
格
。

【
使
用
す
る
言
葉
】　
①

　
少
子
高
齢
化

　
　
②

　
労
働
力

　
　
③

　
宗
教

　
　
④

　
文
化

　
　
⑤

　
民
族

　
　
⑥

　
言
語

　（
本
検
定
は
あ
く
ま
で
論
理
力
を
試
す
も
の
で
あ
っ
て
、特
定
の
主
張
を
支
持
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
様
々
な
重
要
な
問
題
に
対
し
て
、様
々
な
立
場
を
理
解
、

整
理
し
、
自
分
で
考
え
る
こ
と
の
第
一
歩
と
し
ま
す
。）


