
①　

試
験
監
督
者
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
を
開
か
な
い
こ
と
。

②　

問
題
冊
子
に
落
丁
、
乱
丁
が
あ
っ
た
場
合
は
、
試
験
監
督
者
に
申
し
出
る
こ
と
。

③　

試
験
監
督
者
が
試
験
開
始
の
指
示
を
し
た
ら
、
た
だ
ち
に
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
、

　
　

受
験
番
号
を
記
入
し
、
マ
ー
ク
す
る
こ
と
。

④　

解
答
は
全
て
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
。

⑤　

マ
ー
ク
式
解
答
欄
お
よ
び
裏
面
の
記
述
式
解
答
欄
の
指
定
さ
れ
た
箇
所
以
外
は
使
用

し
な
い
こ
と
。

⑥　

試
験
終
了
後
、
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
る
こ
と
。
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注
意　

解
答
は
す
べ
て
各
問
の
下
端
の 

 

内
に
指
示
さ
れ
た
解
答
欄
に
マ
ー
ク
ま
た
は
記
入
す
る 

こ
と
。
な
お
、解
答
欄
の
う
ち
、こ
の
試
験
で
使
う
の
は
、マ
ー
ク
式
解
答
欄
の 

１ 

～ 

14 

、 

記
述
式
解
答
欄
の 

Ａ 

～ 

Ｊ 

の
み
で
あ
る
。

問
題
一　

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

◆
驚ア

く
ほ
ど
忘
れ
っ
ぽ
い
私
た
ち

　

 

人
は
誰
し
も
齢
を
と
り
ま
す
。
そ
し
て
、い
つ
か
は
必
ず
病
気
を
わ
ず
ら
っ
て
医
者
に
か
か
っ
た
り
、

あ
る
い
は
、
他
人
の
お
世
話
に
な
っ
て
生
き
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
時
期
が
や
っ
て
き
ま
す
。

　

し
か
し
、
こ
ん
な
「
自
明
」
に
思
え
る
こ
と
を
、
若
い
と
き
や
元
気
な
と
き
に
は
、
つ
い
う
っ
か
り

忘
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
は
驚
く
べ
き
、
忘
れ
っ
ぽ
さ
と
い
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

た
と
え
ば
、
私
は
現
在
、
50
代
と
い
う
年
齢
で
す
が
、
自
分
が
ま
さ
か
50
代
に
な
る
な
ん
て
、
10
代

や
20
代
の
頃
に
は
考
え
て
も
み
な
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
い
や
、
も
ち
ろ
ん
、
頭
で
は
し
っ
か
り

と
わ
か
っ
て
い
た
の
で
す
が
、「
ま
だ
ず
っ
と
先
の
こ
と
な
の
だ
し
…
…
」
と
思
っ
て
、
ほ
と
ん
ど
ま

じ
め
に
は
考
え
よ
う
と
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

さ
ら
に
い
う
と
、
若
さ
と
い
う
の
は
、
と
き
に
傲１

慢
で
自
己
中
心
的
な
も
の
で
す
か
ら
、
つ
い
年
長

者
に
対
し
て
、
自
分
の
若
さ
を
鼻
に
か
け
た
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
辟２

易
さ
せ
る
と
い
っ
た
経
験
も
、

振
り
返
る
と
、
山
の
よ
う
に
あ
り
ま
す
。
齢
を
と
る
の
は
齢
を
と
っ
た
人
が
悪
い
の
だ
、
と
う
っ
か
り

口
に
出
さ
な
い
ま
で
も
、
そ
ん
な
こ
と
を
〝
上
か
ら
目
線
〟
で
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
さ
え
あ
り
ま
し
た
。

　

今
、
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
若
い
人
た
ち
の
中
に
も
、
お
そ
ら
く
私
と
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
人
は
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ラ
イ
タ
ー
と
い
う
仕
事
柄
、
取
材
で
10
代
や

20
代
の
若
い
人
た
ち
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
彼
や
彼
女
ら
の
言
葉
の
端
々
か

ら
、「
こ
の
人
は
、
自
分
の
こ
と
を
永
遠
に
若
い
と
思
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
…
…
」
と
感
じ
て
、

ク
ラ
ク
ラ
め
ま
い
を
覚
え
る
よ
う
な
こ
と
が
た
ま
に
あ
り
ま
す
。

　

ａ

、
よ
く
し
た
も
の
で
、
想
像
よ
り
ず
っ
と
速
い
ス
ピ
ー
ド
で
30
代
は
や
っ
て
き
ま
す
し
、

40
代
は
さ
ら
に
あ
っ
け
な
く
き
ま
す
。
そ
し
て
、「
ま
さ
か
こ
の
私
」
が
、
40
代
ど
こ
ろ
か
、
50
代
に

な
ろ
う
と
は
、
も
う
笑
う
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ま
だ
に
ち
ょ
っ
と
信
じ
が
た
い
気
が
す
る
の
で
す
が
、

結
局
の
と
こ
ろ
、
人
間
の
想
像
力
な
ん
て
、
そ
の
程
度
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
わ
が
身
に
照

ら
し
て
そ
う
考
え
た
り
も
し
ま
す
。

　

さ
て
、「
障
害
」
や
「
病
気
」
と
い
う
の
も
、
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
も
の
で
、
元
気
な
う
ち
は
「
ま

さ
か
こ
の
私
が
」
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
が
、
考
え
る
ま
で
も
な
く
、
誰
し
も
大
病
を
わ

ず
ら
う
可
能
性
が
あ
り
ま
す
し
、
突
然
の
事
故
で
思
い
が
け
な
い
障
害
を
負
っ
た
り
、
結
婚
・
出
産
で

生
ま
れ
て
き
た
子
ど
も
に
障
害
が
あ
っ
た
り
と
い
う
こ
と
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
40
～
50
代
に
な
る
と
、
親
の
介
護
問
題
と
い
う
の
も
出
て
き
ま
す
。

　

親
の
介
護
問
題
は
、
切
実
に
「
私
」
の
生
活
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
も
ま
た

私
自
身
の
問
題
で
す
。
と
り
わ
け
昨
今
で
は
、
晩
婚
化
や
出
産
年
齢
の
高
齢
化
（
い
わ
ゆ
る
晩
産
化
）

に
と
も
な
い
、
子
ど
も
が
30
代
に
な
る
頃
に
は
、
親
は
す
で
に
60
～
70
代
と
い
う
ケ
ー
ス
が
増
え
て
い

る
こ
と
か
ら
、
親
の
高
齢
化
や
介
護
問
題
を
「
人
ご
と
」
と
は
い
っ
て
い
ら
れ
な
く
な
る
時
期
は
、
ど

ん
ど
ん
早
ま
っ
て
い
ま
す
。
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要
す
る
に
、
若
か
っ
た
り
、
元
気
な
う
ち
に
は
、
そ
う
し
た
こ
と
に
深
く
思
い
が
い
た
ら
な
い
と
い

う
だ
け
で
、
す
べ
て
は
自
業
自
得
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
あ
わ
て
る
の
は
、
自
分
が
用
心
し
な
か
っ
た

こ
と
の
報
い
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。

　

で
は
、「
自
業
自
得
」
と
か
「

ｂ

」
な
ど
と
い
っ
て
済
ま
せ
て
し
ま
え
ば
い
い
の
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
は
ず
で
す
。
私
た
ち
の
社
会
は
、
個
人
や
家
族
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
を
社
会

全
体
で
考
え
、
そ
れ
ら
を
社
会
的
に
解
決
し
、
支
え
合
う
た
め
の
制
度
を
長
い
年
月
を
か
け
て
築
き
上

げ
て
き
ま
し
た
。

　

そ
の
根
本
が
、
福
祉
と
か
、
社
会
保
障
制
度
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
す
。

　

日
本
で
は
、
福
祉
と
い
う
と
、
つ
い
障
害
者
や
高
齢
者
、
あ
る
い
は
、
生
活
コ３

ン
キ
ュ
ウ
シ
ャ
と
い
っ

た
「
特
別
な
人
た
ち
」
の
た
め
だ
け
の
も
の
と
考
え
が
ち
で
す
が
、
本
来
、
福
祉
や
社
会
保
障
と
い
う

の
は
、
誰
に
と
っ
て
も
、
や
が
て
く
る
そ
の
日
の
た
め
の
大
切
な
備
え
で
あ
り
、
心
が
ま
え
で
あ
る
は

ず
で
す
。

　

ま
た
、
将
来
の
自
分
自
身
や
家
族
の
た
め
の
大
切
な
〝
保
険
〟
で
あ
り
、
不
安
の
少
な
い
安
定
し
た

社
会
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
の
有
益
な
〝
社
会
投
資
〟
で
あ
る
と
も
い
え
ま
す
。
そ
う
し
た
制
度
の
あ

り
が
た
さ
を
、
こ
こ
で
も
う
一
度
、
冷
静
に
認
識
し
な
お
し
て
み
る
の
が
大
切
だ
と
思
う
の
で
す
。

　
　
（
中　

略
）

　

し
か
し
、
障
害
者
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
、
じ
つ
は
健
常
者
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
あ
り
、
同

時
に
、自
分
自
身
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
と
り
わ
け
、重
度
の
障
害
が
あ
り
な
が
ら
も
、

地
域
で
自
立
し
た
生
活
を
お
く
っ
て
い
る
人
た
ち
の
試
み
を
た
ど
る
こ
と
は
、
普
段
は
見
過
ご
し
て
い

た
自
分
と
他
人
と
の
関
わ
り
だ
と
か
、
人
と
社
会
と
の
関
わ
り
、
あ
る
い
は
、
そ
も
そ
も
人
が
生
き
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
考
え
て
い
く
上
で
、
と
て
も
学
ぶ
べ
き
こ
と
が
多
い
の
で
す
。
そ
し
て
、

障
害
の
あ
る
人
た
ち
が
生
き
や
す
い
社
会
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
誰
の
ト
ク
に
な

る
の
か
、
と
い
う
素
朴
な
視
点
で
、
福
祉
と
い
う
発
想
を
根
本
か
ら
問
い
直
し
て
み
た
い
と
思
っ
て
い

ま
す
。

　
　
（
中　

略
）

　

◆
なイ

ぜ
障
害
者
と
会
う
と
緊
張
す
る
の
？

　

私
は
、
今
で
は
多
く
の
障
害
の
あ
る
人
た
ち
と
友
人
づ
き
合
い
を
し
、
中
に
は
ズ
ケ
ズ
ケ
と
も
の
を

い
い
合
え
る
人
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
振
り
返
る
と
、
私
は
鹿
野
さ
ん
と
出
会
う
ま
で
、
障
害
者

と
ま
と
も
に
つ
き
合
っ
た
経
験
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

そ
れ
ま
で
、
私
の
家
族
や
身
近
な
人
の
中
に
、
目
立
っ
た
障
害
の
あ
る
人
は
い
ま
せ
ん
で
し
た
し
、

小
学
校
や
中
学
校
時
代
は
同
じ
ク
ラ
ス
に
障
害
児
が
い
ま
し
た
が
、
さ
ほ
ど
親
し
い
関
係
に
な
っ
た
記

憶
も
あ
り
ま
せ
ん
。
逆
に
、
彼
ら
を
い
じ
め
た
り
、
差
別
し
た
り
す
る
よ
う
な
こ
と
も
し
な
か
っ
た
の

で
す
が
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
、「
近
か
ら
ず
遠
か
ら
ず
」
と
い
う
感
じ
で
、
ブ４

ナ
ン
に
接
し
て
い
た

か
ら
で
し
ょ
う
か
、
と
く
に
記
憶
に
残
る
よ
う
な
体
験
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
す
か
ら
、
最
初
に
取
材
で
鹿
野
さ
ん
に
向
か
い
合
っ
た
と
き
に
は
、
正
直
、
何
を
話
せ
ば
い
い
の

か
、
妙
に
ド
ギ
マ
ギ
し
た
も
の
で
し
た
。

　

ま
ず
本
人
を
前
に
し
て
、
病
気
や
障
害
の
こ
と
を
は
っ
き
り
口
に
し
て
い
い
も
の
な
の
か
ど
う
か
、

非
常
に
と
ま
ど
い
ま
し
た
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
い
い
天
気
で
す
ね
」
と
か
、「
調
子
は
ど
う
で
す
か
」

な
ど
と
、
た
だ
当
た
り
障
り
の
な
い
会
話
に
終
始
し
た
、
と
い
う
の
が
、
私
と
鹿
野
さ
ん
の
最
初
の
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
し
た
。
頭
の
中
で
は
「
普
通
に
接
し
よ
う
」
と
思
い
な
が
ら
、
全
然
「
普
通
」
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で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

な
ぜ
健
常
者
は
障
害
者
に
会
う
と
、
つ
い
、
と
ま
ど
い
や
緊
張
を
感
じ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
か
。

　

も
ち
ろ
ん
人
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は
、
経
験
の
多
い
少
な
い
に
よ
っ
て
も
違
い
ま
す
が
、
障
害
者
に

差
別
的
な
感
情
を
あ
ら
わ
に
す
る
よ
う
な
人
は
別
に
し
て
、
今
日
で
は
、
逆
に
多
く
の
人
が
、「
差
別

は
よ
く
な
い
」
と
か
、「
障
害
者
は
不
幸
で
は
な
い
」
と
か
、
あ
る
い
は
、「
障
害
者
も
健
常
者
も
同
じ

人
間
だ
」
な
ど
と
い
う
理
念
に
し
ば
ら
れ
て
緊
張
し
て
し
ま
う
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

ま
た
、誰
し
も
や
さ
し
い
自
分
を
演
じ
た
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、い
ら
ぬ「
思
い
や
り
」や「
お

せ
っ
か
い
」
を
過
剰
に
発
揮
し
て
し
ま
っ
て
気
ま
ず
い
思
い
を
し
た
り
、
逆
に
、
不
用
意
な
発
言
を
し

て
、「
障
害
者
差
別
だ
！
」
な
ど
と
思
わ
れ
た
り
す
る
の
も
面
倒
で
す
か
ら
、
そ
ん
な
あ
れ
や
こ
れ
や

を
考
え
る
と
、
関
わ
ら
な
い
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
、
と
つ
い
考
え
が
ち
で
も
あ
り
ま
す
。

　

な
に
も
障
害
者
に
限
ら
ず
、
初
対
面
の
人
ど
う
し
は
、
お
互
い
の
位
置
や
距
離
感
を
探
り
合
う
も
の

で
す
が
、「
障
害
者
」
と
い
う
社
会
的
記
号
を
意
識
し
て
し
ま
う
分
、つ
き
合
い
方
の

ｃ

を
高
く
し
、

や
や
こ
し
く
し
て
し
ま
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、「
普
通
に
接
す
る
」
と
は
、
心
が
け
だ
け
で

は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

で
は
、
経
験
を
積
み
重
ね
れ
ば
い
い
の
か
と
い
う
と
、
話
は
そ
う
単
純
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

　

私
は
、
取
材
で
多
く
の
福
祉
関
係
者
や
医
療
関
係
者
と
話
を
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
障
害
や
病

気
に
つ
い
て
よ
く
知
っ
て
い
て
、
接
す
る
機
会
も
格
段
に
多
い
は
ず
の
彼
ら
が
、
外
部
の
目
か
ら
す
る

と
、
案
外
、
大
切
な
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
り
、
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
り
、
あ
る
い
は
、
意
外
な
思

い
込
み
や
偏
見
に
凝
り
固
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
え
て
な
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
、「
そ
れ
は

違
う
の
で
は
な
い
か
」
と
感
じ
て
し
ま
う
場
面
が
往
々
に
し
て
あ
る
か
ら
で
す
。

　

と
り
わ
け
、
２
０
１
６
年
（
平
成
28
年
）
に
神
奈
川
県
相
模
原
市
の
障
害
者
施
設
で
、
衝
撃
的
な
殺

傷
事
件
が
発
生
し
ま
し
た
。（
中　

略
）
事
件
を
起
こ
し
た
犯
人
は
、
そ
の
施
設
に
3
年
以
上
も
勤
務

し
て
い
た
元
職
員
で
あ
り
、
学
生
時
代
に
は
障
害
者
支
援
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
た
経
験
ま
で
あ
っ
た

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
こウ

の
事
実
を
見
過
ご
し
に
す
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。

　

先
ほ
ど
、
心
が
け
だ
け
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
と
い
い
ま
し
た
が
、
結
局
、
経
験
だ
け
で
も
ど
う

に
も
な
ら
な
い
面
が
確
実
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

経
験
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
お
か
し
な
偏
見
や
妄
想
を
ふ
く
ら
ま
せ
た
り
、
同
じ
事
実
を
ま
っ
た
く
別

方
向
に
キ５

ョ
ッ
カ
イ
す
る
人
も
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
思
う
と
、
何
を
ど
う
伝
え

て
も
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
か
と
、
つ
い
無
気
力
に
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。

　

し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
、「
経
験
し
つ
つ
考
え
る
」
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、
思
考
や
態
度
、
関
係

性
の
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
大
切
な
の
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

（
渡
辺
一
史　
『
な
ぜ
人
と
人
は
支
え
合
う
の
か
─
「
障
害
」
か
ら
考
え
る
』）
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問
１　

傍
線
部
１
、
２
の
漢
字
の
よ
み
を
ひ
ら
が
な
で
、
傍
線
部
３
、
４
、
５
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に

直
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
記
述
式
解
答
欄
に
記
入
し
な
さ
い
。

　

１　

Ａ
　
　
　

２　

Ｂ
　
　
　

３　

Ｃ
　
　
　

４　

Ｄ
　
　
　

５　

Ｅ

問
２　

傍
線
部
ア
の
タ
イ
ト
ル
「
驚
く
ほ
ど
忘
れ
っ
ぽ
い
私
た
ち
」
の
「
忘
れ
っ
ぽ
い
」
と
は
、
何
を

忘
れ
て
し
ま
う
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

　

①　

若
さ
と
い
う
も
の
は
、
と
き
に
傲
慢
で
自
己
中
心
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と

　

②　

福
祉
と
い
う
も
の
は
、
生
活
コ
ン
キ
ュ
ウ
シ
ャ
の
た
め
だ
け
に
あ
る
こ
と

　

③　

個
人
や
家
族
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
問
題
を
社
会
全
体
で
考
え
て
き
た
こ
と

　

④　

だ
れ
も
が
歳
を
と
り
、
い
つ
か
は
病
気
に
な
っ
て
他
人
の
世
話
に
な
っ
た
り
す
る
こ
と

問
３　

空
欄

ａ

に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

２

　

①　

な
ぜ
な
ら　
　

②　

だ
か
ら　
　

③　

し
か
し　
　

④　

た
と
え
ば

問
４　

空
欄

ｂ

に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

３

　

①　

自
己
責
任　
　
　

②　

自
暴
自
棄

　

③　

他
力
本
願　
　
　

④　

自
縄
自
縛

問
５　

傍
線
部
イ
「
な
ぜ
障
害
者
と
会
う
と
緊
張
す
る
の
？
」
に
対
す
る
筆
者
の
答
え
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４

　

①　

障
害
者
と
接
す
る
経
験
が
少
な
い
か
ら
。

　

②　

障
害
者
と
接
す
る
経
験
が
多
す
ぎ
る
か
ら
。

　

③　

障
害
者
と
い
う
「
社
会
的
記
号
」
を
意
識
し
、
や
や
こ
し
く
考
え
て
し
ま
う
か
ら
。

　

④　

障
害
者
と
い
う
「
社
会
的
記
号
」
を
意
識
し
、
逆
に
、
不
用
意
な
発
言
を
し
て
し
ま
う
か
ら
。

問
６　

傍
線
部
イ
の
タ
イ
ト
ル
「
な
ぜ
障
害
者
と
会
う
と
緊
張
す
る
の
？
」
を
踏
ま
え
て
、
筆
者
が
な

す
べ
き
こ
と
と
考
え
て
い
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選

び
な
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

５

　

①　

障
害
者
に
直
接
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
手
厚
い
福
祉
や
社
会
保
障
制
度
に
ま
か
せ
る
こ
と

　

②　

障
害
者
差
別
を
し
な
い
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
障
害
者
に
は
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と

　

③　

障
害
者
と
接
す
る
経
験
を
増
や
し
つ
つ
、「
思
い
や
り
」
を
発
揮
す
る
こ
と

　

④　

障
害
者
と
接
す
る
経
験
を
増
や
し
つ
つ
、
障
害
者
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
理
念
に
つ
い
て
考
え

る
こ
と
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問
７　

空
欄

ｃ

に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

６

　

①　

敷
居　
　

②　

鴨
居　
　

③　

寄
居　
　

④　

仲
居

問
８　

傍
線
部
ウ
「
こ
の
事
実
」
と
し
て
最
も
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選

び
な
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

７

　

①　

福
祉
関
係
者
や
医
療
関
係
者
に
も
障
害
者
に
偏
見
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
あ
る
こ
と

　

②　

福
祉
関
係
者
や
医
療
関
係
者
の
方
が
障
害
に
対
す
る
知
識
が
不
足
し
て
い
る
こ
と

　

③　

相
模
原
市
の
障
害
者
施
設
に
お
け
る
障
害
者
殺
傷
事
件
の
犯
人
は
福
祉
関
係
者
で
あ
っ
た
こ
と

　

④　

相
模
原
市
の
障
害
者
施
設
に
お
け
る
障
害
者
殺
傷
事
件
の
犯
人
は
障
害
者
支
援
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

の
経
験
が
あ
っ
た
こ
と
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問
題
二　

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

　

今
日
は
「
文
学
史
の
語
り
方
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
お
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
皆

さ
ん
の
中
に
は
、
な
ぜ
「
文
学
史
の
方
法
」
で
は
な
く
て
、「
語
り
方
」
な
の
か
、
そ
う
疑
問
に
思
わ

れ
た
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
だ
私
と
し
て
は
、
す
で
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
「
方

法
」
を
紹
介
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
物
語
と
歴
史
と
の
関
係
が
か
つ
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て

い
た
か
。
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
現
在
の
「
文
学
史
」
を
考
え
る
糸
口
と
し
た
い
。
そ
う
考

え
て
「
語ア

り
方
」
と
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

そ
の
手
が
か
り
を
、
ま
ず
明
治
前
期
の
代
表
的
な
知
識
人
の
一
人
、
田
口
卯
吉
が
書
い
た
『
日
本
開

化
小
史
』（
丸
屋
善
七
他
・
一
八
七
七
年
九
月
～
一
八
八
二
年
一
〇
月
）
の
中
に
求
め
て
み
ま
し
ょ
う
。

現
在
、
こ
の
著
作
は
日
本
で
最
初
に
書
か
れ
た
近
代
的
な
歴
史
書
と
評
価
さ
れ
、
様
々
な
創イ

見
に
満
ち

た
文
学
史
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
意
味
で
も
極
め
て
注
目
す
べ
き
著
作
な
の
で
す
が
、
そ
の
中
で
田
口

卯
吉
は
こ
の
よ
う
に
興
味
深
い
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
日
本
に
漢
字
が
伝
わ
っ
て
以
来
、大
和
朝
廷
は
『
日
本
書
紀
』
を
は
じ
め
、『
続
日
本
紀
』
な
ど
、

「
史
」
と
呼
ば
れ
る
編
年
体
（chronological order
）
の
記
録
を
た
く
さ
ん
残
し
た
が
、
し
か
し
そ

れ
は
朝
廷
が
執１

り
行
な
う
祭
祀
や
、
不
思
議
な
自
然
現
象
や
、
不
吉
な
ゼ２

ン
チ
ョ
ウ
と
思
わ
れ
る
事
件

な
ど
を
、
た
だ
雑
然
と
列
挙
し
て
い
る
だ
け
で
、
一
定
の
基
準
に
よ
っ
て
シ３

ュ
シ
ャ
セ
ン
タ
ク
が
行
わ

れ
た
と
は
思
え
な
い
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
後
の
歴
史
家
が
歴
史
を
書
く
際
に
は
、
あ
る
事
件
と
別
な

事
件
と
の
因
果
関
係
に
注
意
を
払
う
も
の
だ
が
、
そ
う
い
う
こ
と
に
は
全
く
関
心
が
な
か
っ
た
。
田
口

卯
吉
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
指
摘
し
、「
唯た

だ

々た
だ

面
前
に
顕
は
れ
た
る
事
件
を
其そ

の

侭ま
ま

に
記
載
す
る
に
止
ま

る
の
み
、
而し

か

し
て
其
如い

何か

な
る
事
情
よ
り
し
て
起
り
し
乎か

に
至
り
て
ハ
著
者
全
く
関
係
な
き
が
如
し
」

と
言
い
切
っ
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
し
ま
す
と
、
田ウ

口
卯
吉
が
考
え
る
歴
史
は
、
事
件
と
事
件
と
の
関
連
を
見
出
す
能
力
な
し
に
は

生
れ
得
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
彼
の
見
る
と
こ
ろ
、
そ
の
能
力
を
養
い
、
育
て
た
の
は
、『
竹

取
物
語
』（
九
世
紀
後
半
か
ら
一
〇
世
紀
初
め
頃
）
や
『
伊
勢
物
語
』（
成
立
年
代
未
詳
）
な
ど
の
物
語

で
し
た
。

　

も
ち
ろ
ん
物
語
内
容
や
構
成
は
、
こ
の
世
に
あ
り
得
な
い
荒４

唐
無
稽
な
出
来
事
で
あ
っ
た
り
、
一
人

の
貴
族
の
生
と
死
と
い
う
大
き
な
枠
組
み
の
中
に
興
味
深
い
挿
話
を
配
列
し
た
だ
け
で
あ
っ
た
り
、
必

ず
し
も
現
実
の
事
件
に
目
を
向
け
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、

と
も
か
く
こ
れ
ら
の
物
語
に
、
事
件
と
事
件
の
関
連
を
語
り
、
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
・
ラ
イ
ン
（story 

line

）
を
辿
っ
て
ゆ
く
発
想
が
現
わ
れ
て
き
た
。
田
口
卯
吉
は
そ
の
点
を
重
視
し
て
、
そ
れ
ら
が
発
達

し
て
や
が
て
『
源
氏
物
語
』（
一
一
世
紀
前
半
）
と
い
う
大
き
な
構
想
の
物
語
を
生
み
、
更
に
そ
の
構

想
を
借
り
る
形
で
、『
栄
華
物
語
』（
正
編
は
一
一
世
紀
前
半
、
後
編
は
一
〇
九
二
年
の
後
間
も
な
く
完

成
）
と
い
う
歴
史
書
が
書
か
れ
た
、
と
論
じ
て
い
ま
し
た
。

　
『
栄
華
物
語
』は
宇
多
天
皇
の
代（
八
八
七
～
八
九
七
）か
ら
堀
河
天
皇
の
代（
一
〇
八
六
～
一
一
〇
七
）

ま
で
の
お
よ
そ
二
〇
〇
年
間
、
朝
廷
を
中
心
と
す
る
貴
族
社
会
に
起
っ
た
事
件
を
語
っ
た
物
語
で
す
。

各
章
の
タ
イ
ト
ル
は
「
月
の
宴
」「
夕
霧
」「
雲
井
」
な
ど
、
従
来
の
物
語
の
章
立
て
に
近
く
、
内
容
も

ま
た
帝
の
遊
宴
や
、
大
臣
の
栄
華
、
妃
の
入
内
な
ど
が
中
心
で
、
田
口
卯
吉
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
其

間
に
和
歌
を
交
へ
、
女
々
し
き
状
態
を
写
せ
し
も
の
な
り
、
さ
れ
ば
其
意
を
注
ぎ
し
所
、
決
し
て
国
家

有
要
の
事
件
と
称
す
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
性
質
の
も
の
で
し
た
。
で
す
か
ら
、
現
在
の
歴
史
学
者
や
文
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学
研
究
者
は
こ
れ
を
「
歴
史
物
語
」
と
呼
ん
で
、「

ａ

」
に
分
類
し
、 

ｂ

と
は
見
な
し
て
い

ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
田
口
卯
吉
は
そ
う
い
う
特
徴
を
認
め
つ
つ
も
、「
之
れ
を
何
事
も
差
別
な
く
混
合
し
て
記

載
し
た
る
六
国
史
（『
日
本
書
紀
』
か
ら
『
三
代
実
録
』
に
至
る
六
種
の
「
史
」）
等
の
錯
雑
な
る
に
比

す
れ
バ
稍や

々や

選
択
の
智
を
存
す
と
云
ふ
べ
し
」
と
い
う
観
点
に
よ
っ
て
、
こ
れ
を
歴
史
書
と
評
価
し
た
。

し
か
も
日
本
で
初
め
て
書
か
れ
た
歴
史
書
と
評
価
し
た
わ
け
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
田
口
卯
吉
は
、
物
語
の
構
想
力
な
し
に
歴
史
記
述
は
生
れ
得
な
か
っ
た
と
い
う
、
い
わ

ば
物
語
先
行
説
を
唱
え
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
著
書
の
タ
イ
ト
ル
に
「
開
化
」（civilization

）
と
い

う
言
葉
を
使
い
、
い
ま
引
用
し
た
文
章
で
は
「
選
択
の
智
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
し
た
。
そ
の

こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
彼
は
開
化
史
観
の
持
ち
主
で
し
た
。
た
だ
し
〈
開
化
史
観
〉
と
い
う
の
は

私
が
作
っ
た
用
語
で
あ
っ
て
、な
ぜ
そ
う
い
う
用
語
を
作
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
、明
治
の
前
期
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
か
ら
発
展
段
階
論
的
な
進
化
史
観
が
入
っ
て
来
て
、
大
き
な
影
響
を
与
え
た
か
ら
で
す
。
福
沢

諭
吉
（『
世
界
国
尽
』
一
八
六
九
年
）
や
内
田
正
雄
（『
輿
地
誌
略
』
一
八
七
〇
～
一
八
七
七
年
）
な
ど

の
知
識
人
が
そ
れ
を
受
け
継
い
で
、〈
人
類
の
文
明
は
野
蛮
（savage

）
か
ら
未
開
（sem

i-barbarous

）、

未
開
か
ら
半
開
（half-civilized

）
を
経
て

ｃ

（civilized

）
へ
と
進
ん
で
ゆ
く
〉
と
い
う
考
え

方
を
説
い
て
い
ま
し
た
。

　

で
す
か
ら
、
こ
の
点
か
ら
田
口
卯
吉
の
著
書
の
特
徴
を
見
る
な
ら
ば
、
彼
は
こ
の
進
化
論
を
ベ
ー
ス

に
、
日
本
が
開
化
に
向
う
ス
ト
ー
リ
ー
・
ラ
イ
ン
を
作
り
、
そ
の
ラ
イ
ン
に
即
し
て
事
件
を
シ３

ュ
シ
ャ

セ
ン
タ
ク
し
て
、
原
因
と
結
果
の
連
鎖
に
配
列
し
て
い
っ
た
。
そ
し
て
今
、
そ
の
や
り
方
を
「
歴
史
の

記
述
」
そ
れ
自
体
の
歴
史
に
当
て
は
め
る
な
ら
ば
、『
六
国
史
』
は
ま
だ
「
選
択
な
き
、雑
然
た
る
列
挙
」

の
未
開
状
態
で
あ
り
、『
栄
華
物
語
』
に
至
っ
て
漸５

く
「
選
択
の
智
」
が
現
わ
れ
、
半
開
へ
進
む
萌
し

を
見
せ
て
い
た
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
文
明
開
化
の
段
階
に
達
し
た
歴
史
記
述
と

は
、
彼
自
身
の
『
日
本
開
化
小
史
』
の
よ
う
に
、〈
人
間
の
「
智
」
を
開
き
、
文
明
を
進
め
て
ゆ
く
原

理
（principles

）
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か
〉
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
一

定
の
説
明
原
理
を
用
意
し
、
そ
れ
に
拠
っ
て
開
化
の
諸
相
を
描
く
こ
と
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

（
亀
井
秀
雄　
『
主
体
と
文
体
の
歴
史
』）
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問
１　

傍
線
部
１
、
４
、
５
の
漢
字
の
よ
み
を
ひ
ら
が
な
で
、
傍
線
部
２
、
３
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に

直
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
記
述
式
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。

　

１　

Ｆ
　
　
　

２　

Ｇ
　
　
　

３　

Ｈ
　
　
　

４　

Ｉ
　
　
　

５　

Ｊ

問
２　

傍
線
ア
「
語
り
方
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
「
文
学
史
の
方
法
」
で
は
な
く
、「
語
り
方
」
と
し

た
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

８

　

①　

す
で
に
現
在
出
来
上
が
っ
て
い
る
「
文
学
史
」
を
紹
介
す
る
の
に
「
語
り
方
」
と
し
た
方
が
し
っ

く
り
く
る
か
ら
。

　

②　

物
語
と
歴
史
と
の
関
係
が
か
つ
て
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で

現
在
の
「
文
学
史
」
を
考
え
る
糸
口
と
し
た
い
か
ら
。

　

③　

文
学
史
も
ま
た
歴
史
学
の
一
分
野
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
歴
史
的
事
実
の
記
録
を
重
視
す
る
べ

き
だ
か
ら
。

　

④　
「
文
学
史
」
は
事
件
の
因
果
関
係
を
物
語
の
よ
う
に
語
る
こ
と
が
重
要
だ
か
ら
。

問
３　

傍
線
イ
「
創
見
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な

さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

９

　

①　

想
像
力

　

②　

創
造
的
な
物

　

③　

従
来
に
な
い
新
し
い
見
解

　

④　

多
様
な
見
方

問
４　

傍
線
部
ウ
「
田
口
卯
吉
が
考
え
る
歴
史
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

10

　

①　
『
日
本
書
紀
』
や
『
続
日
本
紀
』
の
よ
う
に
編
年
体
の
記
録
が
た
く
さ
ん
残
さ
れ
て
い
る
も
の

　

②　

事
件
と
事
件
と
の
関
連
を
見
出
す
能
力
を
養
っ
た
『
竹
取
物
語
』
や
『
伊
勢
物
語
』
の
こ
と

　

③　

事
件
と
事
件
と
の
関
連
を
語
り
、
一
つ
の
ス
ト
ー
リ
ー
・
ラ
イ
ン
を
辿
っ
て
い
く
発
想
の
あ
る

『
栄
華
物
語
』
の
よ
う
な
も
の

　

④　
『
源
氏
物
語
』
の
よ
う
な
大
き
な
構
想
の
も
の

問
５　

空
欄

ａ

と

ｂ

に
当
て
は
ま
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次

の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

11

　

①　
ａ　

歴
史
書　
　

ｂ　

文
学

　

②　
ａ　

文
学　
　
　

ｂ　

物
語　
　

　

③　
ａ　

物
語　
　
　

ｂ　

歴
史
書

　

④　
ａ　

物
語　
　
　

ｂ　

文
学
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問
６　

空
欄 

ｃ

に
当
て
は
ま
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

12

　

①　

全
開　
　
　
　
　

②　

市
民
化

　

③　

文
明
開
化　
　
　

④　

進
化

問
７　

筆
者
が
田
口
卯
吉
の
『
日
本
開
化
小
史
』
を
開
化
史
観
に
基
づ
く
歴
史
書
と
考
え
る
理
由
と
し

て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。　
　
　
　
　
　

13

　

①　

文
明
を
進
め
て
い
く
原
理
は
何
か
を
問
う
て
い
る
か
ら
。

　

②　
「
選
択
の
智
」
が
現
れ
、
半
開
へ
進
む
萌
し
を
見
せ
て
い
た
か
ら
。

　

③　

田
口
卯
吉
は
、
明
治
前
期
の
代
表
的
な
歴
史
家
だ
か
ら
。

　

④　

文
明
を
進
め
て
ゆ
く
一
定
の
説
明
原
理
に
基
づ
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
開
化
の
諸
相
を
描
い
て
い

る
か
ら
。

問
８　

筆
者
が
現
在
の
文
学
史
を
考
え
る
糸
口
と
し
て
田
口
卯
吉
の
『
日
本
開
化
小
史
』
を
紹
介
し
て

い
る
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
④
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

14

　

①　
『
日
本
開
化
小
史
』
は
、
明
治
初
期
に
特
徴
的
な
「
進
化
史
観
」
を
ベ
ー
ス
に
「
物
語
と
歴
史

と
の
関
係
」
を
論
じ
て
い
る
。
そ
の
手
法
が
現
在
の
文
学
史
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
な
る
か
ら
。

　

②　

文
学
史
は
、『
日
本
開
化
小
史
』
の
よ
う
に
進
化
論
を
ベ
ー
ス
に
し
て
記
述
す
る
こ
と
が
重
要

で
あ
る
と
筆
者
が
考
え
て
い
る
か
ら
。

　

③　
『
日
本
開
化
小
史
』
は
「
文
明
を
進
め
て
い
く
原
理
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
何
か
」
と
い

う
問
い
に
答
え
て
い
る
か
ら
。

　

④　

文
学
史
を
考
え
る
上
で
見
逃
せ
な
い
「
物
語
と
歴
史
と
の
関
係
」
を
『
日
本
開
化
小
史
』
が
明

ら
か
に
し
て
お
り
、
現
在
の
文
学
史
も
見
習
う
べ
き
で
あ
る
と
筆
者
が
考
え
て
い
る
か
ら
。

 

（
以
上
）






