
２
月
１
日
（
火
）

【
注
意
事
項
】 

１　

問
題
は
７
ペ
ー
ジ
ま
で
あ
り
ま
す
。

 

２　

指
示
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
冊
子
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

 

３　

ペ
ー
ジ
が
抜
け
て
い
た
り
、
印
刷
が
見
え
に
く
い
場
合
に
は
、
手
を
あ
げ
て

知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。

 

４　

答
え
は
す
べ
て
、
問
題
の
指
示
に
従
っ
て
解
答
用
紙
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

 

５　

問
題
冊
子
の
８
ペ
ー
ジ
は
下
書
き
用
と
し
て
活
用
し
て
く
だ
さ
い
。

【
読
解
表
現
（
作
文
） 

】

大

妻

多

摩

中

学

校

二
〇
二
二
（
令
和
四
）
年
度

入
学
試
験
問
題
（
適
性
型
思
考
力
入
試
）

時
間
　
50
分





問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
で
す
。
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◎
次
の
文
章
Ａ
と
Ｂ
は
、
山
下
祐
介
『
地
域
学
を
は
じ
め
よ
う
』（
岩

波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
）
の
一
節
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問

い
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
設
問
の
都
合
上
、
本
文
の
内
容
を
一
部
省

略
し
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。

Ａ
　

東
京
都
心
の
西
、
京
王
線
新
宿
駅
か
ら
橋
本
行
き
に
乗
り
、
調
布
か

ら
八
王
子
に
向
か
う
本
線
か
ら
分
か
れ
て
京
王
相
模
原
線
を
進
む
と
、

三
〇
分
ほ
ど
で
京
王
多た

摩ま

セ
ン
タ
ー
駅
に
到と

う

着ち
ゃ
く
す
る
。
こ
の
あ
た
り

一
帯
が
「
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
」
と
呼
ば
れ
る
、
東
京
を
代
表
す
る
大

規
模
郊こ

う

外が
い

住
宅
地
で
あ
る
。

　

こ
の
多
摩
セ
ン
タ
ー
駅
か
ら
さ
ら
に
二
駅
西
に
進
ん
だ
と
こ
ろ
に
あ

る
南

み
な
み

大お
お

沢さ
わ

駅
の
駅
前
に
、僕ぼ

く

が
勤
め
る
東
京
都
立
大
学
が
あ
る
（
図
１・

１
）。

　

駅
を
出
る
と
目
の
前
に
は
大
き
な
ス
ー
パ
ー
と
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー

ル
が
あ
り
、
そ
れ
ら
に
隣り

ん

接せ
つ

し
て
大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
が
東
西
に
長
く

連
な
っ
て
い
る
。
ま
わ
り
は
住
宅
団
地
で
埋う

め
つ
く
さ
れ
て
い
る
。
立

ち
並
ぶ
マ
ン
シ
ョ
ン
。
一い

っ

軒け
ん

家や

も
し
ば
し
ば
区
画
ご
と
に
単
一
の
メ
ー

カ
ー
に
よ
る
、
き
わ
め
て
人
工
的
な
感か

ん

触し
ょ
く
の
強
い
街
で
あ
る
。
い
や

図1・1　 八王子市由木地区周辺（東京都立大学、南大沢駅周辺）（制作協力：昭文社『街の達人　
東京多摩便利情報地図』）。図中の点線は、地域と神社のつながりを表している。
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人
工
的
と
い
っ
て
も
も
と
は
山
林
だ
か
ら
緑
は
豊
か
だ
。
ジ
ブ
リ
映
画

『
平
成
狸

た
ぬ
き

合が
っ

戦せ
ん

ぽ
ん
ぽ
こ
』（
高た

か

畑は
た

勲
い
さ
お

監か
ん

督と
く

、
一
九
九
四
年
）
の
舞ぶ

台た
い

に
な
っ
た
場
所
の
一
つ
で
、
確
か
に
昨
日
も
狸
を
見
た
。

　

山
上
の
空
中
楼ろ

う

閣か
く

の
よ
う
な
郊
外
田
園
都
市
。
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン

の
団
地
群
は
そ
ん
な
感
じ
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
①
表
面
的
に
は
き
わ

め
て
端た

ん

正せ
い

で
美
し
い
。
だ
が
よ
く
い
わ
れ
る
の
は
、
こ
こ
に
は
「
地
域

が
な
い
」「
地
域
が
と
ぼ
し
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
平
日
は
先
ほ

ど
の
電
車
に
乗
っ
て
早
朝
か
ら
街
の
人
口
の
多
く
が
都
心
に
働
き
に
出

る
。
住
民
が
揃そ

ろ

う
の
は
夜
と
休
日
だ
け
。
こ
こ
に
暮
ら
し
て
い
る
と
、

確
か
に
「
地
域
」
が
あ
る
の
か
疑
わ
し
く
な
る
─
─
。

　

こ
の
本
を
こ
れ
か
ら
読
も
う
と
す
る
皆み

な

さ
ん
に
は
、
こ
う
し
た
郊
外

住
宅
地
の
出
身
者
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
郊
外
住
宅
地
は
首し

ゅ

都と

圏け
ん

に
限
ら
ず
地
方
に
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
を
読
ん
で
い
る
あ
な
た

が
学
生
な
ら
、
や
は
り
平
日
の
昼
間
は
自
分
の
住
む
住
宅
地
を
離は

な

れ
、

別
の
地
域
に
あ
る
学
校
で
す
ご
し
て
も
い
る
は
ず
だ
。
一
つ
の
地
域
に

昼
夜
通
し
て
い
な
い
の
は
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
だ
け
で
は
な
い
。

　

本
書
は
、こ
う
し
た
「
自
分
に
は
地
域
が
な
い
」「
地
域
を
知
ら
な
い
」

「
関
わ
り
が
な
い
」
と
い
う
人
に
も
読
め
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な

い
。
そ
こ
で
こ
こ
で
は
郊
外
住
宅
地
の
ま
っ
た
だ
中
か
ら
、
話
を
は
じ

め
て
み
た
い
と
思
う
。

　

今
、郊
外
の
都
市
空
間
に
は
「
②
地
域
が
な
い
」
と
表
現
し
て
み
た
。

し
か
し
本
当
に
こ
こ
に
「
地
域
」
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
君
た

ち
の
中
に
は
こ
う
考
え
る
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
ね
。「
私
た
ち
の

暮
ら
し
は
、
村
や
町
の
よ
う
な
昔
な
が
ら
の
地
域
共
同
体
的
な
地
域
に

よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
状
態
か
ら
、
経
済
を
媒ば

い

介か
い

と
し
た
都
市
的
な
市

民
社
会
の
暮
ら
し
に
転て

ん

換か
ん

し
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
す
か
」
と
。
そ
し

て
そ
れ
は
歴
史
の
運
命
で
あ
っ
て
、「
そ
も
そ
も
地
域
は
な
く
な
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
で
す
か
」
と
。
こ
れ
は
実
際
に
は
、
大
人
の
中
に
多

い
意
見
な
の
だ
け
れ
ど
。

　

だ
が
、
地
域
は
本
当
に
な
く
て
も
よ
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
本
で
は
こ
う
し
た
問
い
に
順
に
答
え
て
い
こ
う
と
思
う
。
そ
の

た
め
に
も
、
ま
ず
は
郊
外
住
宅
地
の
暮
ら
し
に
本
当
に
「
地
域
」
は
見

出
せ
な
い
の
か
、
そ
こ
か
ら
考
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
は
映
画
『
平
成
狸
合
戦

ぽ
ん
ぽ
こ
』
の
舞
台
に
な
っ
た
と
こ
ろ
。
こ
の
映
画
で
描
か
れ
て
い

る
よ
う
に
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
は
多
摩
丘

き
ゅ
う

陵り
ょ
う
の
山
々
を
ブ
ル
ド
ー

ザ
ー
で
整
地
す
る
と
こ
ろ
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
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で
は
、
こ
の
山
々
は
一
体
ど
ん
な
山
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

現
在
は
、
山
の
上
に
あ
る
鉄
道
の
駅
を
団
地
群
が
と
り
ま
き
、
ま
た

そ
の
駅
に
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
モ
ー
ル
や
公
共
機
関
な
ど
が
張
り
付
い
て
も

い
る
の
で
、
こ
こ
を
訪
れ
た
人
は
山
上
こ
そ
が
こ
の
地
の
中
心
だ
と
思

い
込こ

ん
で
し
ま
う
。

　

と
こ
ろ
が
、
こ
の
山
の
上
か
ら
す
う
っ
と
坂
道
を
く
だ
っ
て
川
筋
に

下
が
っ
て
い
く
と
、
そ
こ
か
ら
は
、
現
在
団
地
が
あ
る
場
所
を
か
つ
て

里
山
と
し
て
暮
ら
し
て
き
た
村
々
が
見
え
て
く
る
。

　

た
め
し
に
大
学
の
北
門
の
前
に
あ
る
坂
を
お
り
て
み
よ
う
。
門
の
真

ん
前
が
か
つ
て
の
溜た

め

池い
け

を
利
用
し
た
公
園
（
柳

や
な
ぎ

沢さ
わ

の
池
公
園
）
に
な
っ

て
い
て
、
こ
こ
か
ら
下
に
か
つ
て
は
田
ん
ぼ
が
広
が
っ
て
い
た
こ
と
が

わ
か
る
。
坂
を
お
り
る
と
大お

お

栗ぐ
り

川
が
あ
り
、
川
沿
い
の
平
ら
な
場
所
が

現
れ
る
。
実
は
こ
こ
が
本
来
の
人
間
の
暮
ら
し
の
中
心
だ
っ
た
と
こ
ろ

な
の
で
あ
る
。

　

図
１・１
で
は
も
と
の
集
落
名
を
記き

載さ
い

し
て
、
ラ
ン
ド
マ
ー
ク
（
目

印
と
な
る
地
理
学
上
の
特と

く

徴
ち
ょ
う

物
）
と
し
て
神
社
を
ひ
ろ
い
、
各
集
落

と
関
連
づ
け
て
み
た
。
こ
の
地
図
と
、
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
開
発
前
の
地
図

（
図
１・２
）
を
比
べ
て
み
よ
う
。

図1・2　 八王子市由木地区周辺（1950 年代）。国土地理院 5 万分の 1 地形図（八王子、1953 年測量）
部分
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ど
う
だ
ろ
う
。
現
在
団
地
と
な
っ
て
い
る
場
所
は
、
川
筋
の
村
々
か

ら
一
歩
山
の
方
へ
と
あ
が
っ
て
き
た
場
所
を
選
ん
で
開
発
さ
れ
た
も
の

だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
か
。

　

今
、
坂
を
お
り
て
下し

も

柚ゆ

木ぎ

ま
で
来
た
が
、
こ
こ
か
ら
川
を
さ
か
の
ぼ

れ
ば
（
地
図
の
西
、
左
側
へ
）、
上か

み

柚ゆ

木ぎ

、
鑓や

り

水み
ず

と
続
き
、
③
こ
こ
が

大
栗
川
の
最
上
流
部
に
な
る
。
反
対
に
川
を
く
だ
れ
ば
（
地
図
の
東
、

右
側
へ
）、
越こ

し

野の

、
堀ほ

り

之の

内う
ち

と
い
う
集
落
が
続
く
。
ま
た
北
側
に
は
中

山
と
い
う
集
落
も
見
え
る
。

　

こ
の
あ
た
り
一
帯
は
、
一
九
六
四
（
昭
和
三
九
）
年
に
八
王
子
市
と

合が
っ

併ぺ
い

し
た
か
つ
て
の
由ゆ

木ぎ

村む
ら

で
あ
り
、
村
役
場
は
今
た
ど
っ
た
鑓
水

か
ら
下
柚
木
へ
の
道
が
、
野や

猿え
ん

街か
い

道ど
う

に
つ
な
が
る
地
点
の
少
し
北
側
に

あ
っ
た
（
図
１・２
、「
殿

と
の
が

谷や

戸と

」
の
文
字
の
右
下
の
○
印
）。

　

多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
の
あ
る
場
所
は
本
来
、
草
木
が
生
い
茂し

げ

る
森
林

や
草
地
で
あ
り
、
そ
う
し
た
旧
来
の
集
落
の
裏
山
を
開
発
し
て
、
こ
の

巨き
ょ

大だ
い

な
団
地
集
落
は
現
れ
た
。
今
は
鉄
道
が
山
の
中
を
通
っ
て
い
る
の

で
、
山
の
上
の
団
地
が
表
で
、
山
の
下
の
村
々
が
裏
の
よ
う
に
見
え
て

し
ま
う
が
、
も
と
は
逆
な
の
で
あ
る
。
昔
の
フ
ィ
ル
ム
の
ネ
ガ
と
ポ
ジ

の
よ
う
な
関
係
で
、
か
つ
て
は
集
落
が
な
か
っ
た
と
こ
ろ
を
選
ん
で
、

団
地
は
建
て
ら
れ
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
う
し
た
旧
来
の
村
々
は
、
今
や
そ
の
ま
わ
り
を
住
宅
や
小
規
模
開

発
の
団
地
で
埋う

め
尽つ

く
さ
れ
て
い
る
の
で
、
目
を
凝こ

ら
さ
な
い
と
も
と

の
姿
は
見
え
て
こ
な
い
。
ま
た
、
河
川
は
改
修
さ
れ
て
直
線
化
し
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
一
部
の
村
々
は
も
と
の
集
落
の
あ
っ
た
場
所
か
ら
離は

な

れ
た
と
こ
ろ
に
集
団
移
転
も
し
て
い
る
の
で
、
原
形
を
そ
の
ま
ま
保
っ

て
い
る
と
は
い
い
が
た
い
。
そ
れ
で
も
川
筋
を
歩
い
て
み
れ
ば
、
か
つ

て
の
村
の
か
た
ち
が
今
も
そ
の
ま
ま
残
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ

う
。

　

明
ら
か
に
農
家
で
あ
っ
た
屋や

敷し
き

群
。
屋
敷
そ
ば
の
畑
や
、
わ
ず
か
な

が
ら
だ
が
残
る
田
ん
ぼ
。
そ
し
て
本
来
は
そ
れ
ら
を
潤

う
る
お

す
た
め
に
つ
く

ら
れ
た
溜
池
や
水
路
。
そ
の
い
く
つ
か
は
現
役
で
も
あ
る
。
ま
た
、
団

地
開
発
に
と
も
な
う
地
形
の
大
改
造
に
巻
き
込
ま
れ
た
村
々
も
、
地
権

者
団
地
と
し
て
ひ
と
ま
と
ま
り
に
移
住
し
て
い
る
の
で
、
住
宅
団
地
の

中
に
明
ら
か
に
農
家
づ
く
り
の
家
々
が
立
ち
並
ん
で
、
農
村
的
景
観
を

形
づ
く
っ
て
い
る
場
所
が
あ
る
。
一
つ
一
〇
〇
円
の
野
菜
や
果
物
を
並

べ
る
小
屋
な
ん
か
も
そ
こ
こ
こ
に
お
い
て
あ
る
。

　

郊
外
住
宅
団
地
は
首
都
圏
に
限
ら
ず
、
地
方
都
市
で
も
だ
い
た
い
昭

和
四
〇
年
代
か
そ
の
直
前
に
建
設
が
は
じ
ま
っ
て
い
る
。
八
〇
年
前
に
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起
き
た
戦
争
の
直
後
に
生
ま
れ
た
人
々
は
、「
団だ

ん

塊か
い

の
世
代
」
や
ベ
ビ
ー

ブ
ー
ム
世
代
な
ど
と
い
わ
れ
、
非
常
に
た
く
さ
ん
の
数
が
い
る
。
そ
の

人
た
ち
が
ち
ょ
う
ど
大
人
に
な
り
、
結け

っ

婚こ
ん

し
、
子
育
て
し
は
じ
め
る
前

後
の
時
期
に
新
た
な
住
宅
が
必
要
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
か
ら
半
世
紀
、
日
本
の
都
市
は
住
宅
を
建
て
続
け
、
郊
外
団
地

を
つ
く
り
続
け
た
。
そ
の
間
、
五
〇
年
も
た
て
ば
、
世
代
は
親
か
ら
子

へ
、
そ
し
て
孫
へ
と
移
っ
て
い
く
。
今
、
日
本
社
会
の
中

ち
ゅ
う

堅け
ん

を
担
う

団
塊
ジ
ュ
ニ
ア
世
代
（
第
二
次
ベ
ビ
ー
ブ
ー
マ
ー
）
の
多
く
は
こ
う
し

た
郊
外
住
宅
地
で
生
ま
れ
育
っ
た
。
僕
も
ま
た
同
じ
で
、
育
っ
た
の
は

兵
庫
県
神
戸
市
の
須す

磨ま

ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
。
こ
う
し
た
世
代
の
さ
ら
に
そ

の
子
ど
も
た
ち
が
皆
さ
ん
で
あ
る
。
最
初
に
、
皆
さ
ん
の
多
く
が
郊
外

住
宅
地
の
生
ま
れ
だ
ろ
う
と
述
べ
た
の
は
そ
う
い
う
こ
と
か
ら
だ
。

　

郊
外
住
宅
地
は
、
ど
こ
か
の
村
の
一
部
だ
っ
た
場
所
で
あ
る
。
し
か

も
そ
れ
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
村
そ
の
も
の
を
破は

壊か
い

し
て
つ
く
っ
て
お

り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ど
う
も
「
地
域
が
な
い
」、
あ
る
い
は
「
地
域
が
見

え
な
い
」
と
こ
ろ
ら
し
い
。
そ
の
郊
外
に
今
、
多
く
の
人
が
集
住
し
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
地
域
な
ど
い
ら
な
い
」
と
い

う
感
覚
を
も
つ
人
が
増
え
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。昭
和
四
〇
年
代（
ち
ょ

う
ど
半
世
紀
前
）
は
、
日
本
社
会
の
大
き
な
転て

ん

換か
ん

期き

だ
っ
た
。
そ
れ
以

前
と
そ
れ
以
後
で
こ
の
国
の
姿
は
大
き
く
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

地
域
学
は
、
こ
う
し
た
住
宅
団
地
化
が
進
む
前
の
、
五
〇
年
前
の
姿

を
念
頭
に
お
い
て
探
求
し
つ
つ
、
こ
れ
か
ら
先
の
地
域
の
あ
り
方
を
考

え
て
い
く
も
の
に
な
る
。

Ｂ
　
「
地
域
」
を
辞
書
で
引
く
と
、
こ
う
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
「
地
形
や
行
政
管か

ん

轄か
つ

な
ど
の
観
点
か
ら
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
ひ
と

ま
と
ま
り
の
も
の
と
し
て
他
と
区
別
さ
れ
る
土
地
。「
─
的
・
─
性
・

─
別
」」（『
新
明
解
国
語
辞
典
』
三
省
堂
）、「
区
切
ら
れ
た
土
地
。
土

地
の
区
域
。「
─
の
代
表
」」（『
広こ

う

辞じ

苑え
ん

』
岩
波
書
店
）、「
土
地
の
区
域
。

区
画
さ
れ
た
、
あ
る
範は

ん

囲い

の
土
地
」（『
精
選
版　

日
本
国
語
大
辞
典
』

小
学
館
）
等
。

　

い
ず
れ
の
説
明
も
、
た
だ
一
定
の
空
間
の
こ
と
を
指
し
て
「
地
域
」

と
い
う
概が

い

念ね
ん

を
考
え
て
い
る
よ
う
だ
。
ま
あ
、
そ
れ
が
地
域
の
一い

っ

般ぱ
ん

的て
き

な
捉と

ら

え
方
な
の
だ
ろ
う
し
、
皆
さ
ん
も
き
っ
と
そ
う
な
の
だ
と
思
う
。

　

し
か
し
、
漢
和
辞
典
で
「
地
」
や
「
域
」
の
字
の
由
来
を
た
ず
ね
て

み
る
と
、
異
な
る
意
味
が
加
わ
っ
て
く
る
。
先
に
「
域
」
の
方
か
ら
見

て
い
き
た
い
。
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「
域
」
の
つ
く
り
の
「
或
」。
こ
れ
を
分
解
す
る
と
、「
戈
」「
口
」「
一
」

と
な
る
。「
戈ほ

こ

」
を
も
っ
た
人
々
（「
口
」）
が
、
境
界
（「
一
」
を
守
っ

て
い
る
と
い
う
意
味
な
ん
だ
そ
う
だ
（『
大
漢
語
林
』
大
修
館
書
店
）。

「
或
」
を
四
角
く
取
り
囲
め
ば
「
國
」
と
な
り
、
こ
れ
は
「
国
」
と
同

義
で
あ
る
。
要
す
る
に
「
域
」
に
は
、
一
定
の
空
間
に
と
ど
ま
ら
ず
、

そ
の
空
間
を
そ
こ
に
暮
ら
す
人
々
が
守
っ
て
い
る
、
そ
う
い
う
意
味
が

こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　

ど
う
だ
ろ
う
。「
域
」
は
ど
う
も
、
単
な
る
空
間
で
は
な
い
ね
。
そ

の
空
間
を
守
っ
て
い
る
人
々
、
参
加
し
て
い
る
人
、
そ
こ
に
あ
る
集
団

を
ふ
く
め
た
言
葉
の
よ
う
だ
。

　

で
は
地
域
の
「
地
」
と
は
何
だ
ろ
う
。「
地
」
は
、「
土
」
偏へ

ん

に
「
也
」。

こ
の
「
也
」
は
蛇へ

び

の
こ
と
で
、
土
地
が
う
ね
う
ね
と
う
ね
っ
て
い
る
様

を
指
す
の
だ
と
い
う
（
同
右
）。

　

つ
ま
り
「
地
域
」
と
は
、
あ
る
人
々
（
集
団
）
が
土
地
を
占せ

ん

有ゆ
う

し
、

白
分
た
ち
の
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
定
の
土
地
を

守
り
、
暮
ら
し
を
立
て
て
い
る
、
そ
う
い
う
人
間
集
団
の
こ
と
に
な
る
。

（
山
下
祐
介
『
地
域
学
を
は
じ
め
よ
う
』

〔
岩
波
ジ
ュ
ニ
ア
新
書
〕
よ
り
）

問
１ 

．
傍
線
部
①
「
表
面
的
に
は
き
わ
め
て
端
正
で
美
し
い
」
と
あ
り

ま
す
が
、
な
ぜ
で
す
か
。「
表
面
的
」
と
い
う
言
葉
に
注
意
し
て
、

四
十
字
以
上
五
十
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。

問
２ 

．
傍
線
部
②
「
地
域
が
な
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
ど
う

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。文
章
Ｂ
の「
地

域
」
と
い
う
言
葉
の
説
明
を
参
考
に
し
て
、
四
十
字
以
上
五
十
字

以
内
で
答
え
な
さ
い
。

《
問
１
、２
を
解
答
す
る
上
で
の
注
意
》

　

・
縦た

て

書が

き
で
書
く
こ
と
。

　

・
書
き
出
し
は
、
一
マ
ス
空
け
ず
に
書
く
こ
と
。

　

・
段
落
を
か
え
な
い
こ
と
。

　

・
句
読
点
が
二
行
目
の
先
頭
に
き
て
も
そ
の
ま
ま
書
く
こ
と
。
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問
３ 
．
傍
線
部
③
「
こ
こ
が
大
栗
川
の
最
上
流
部
に
な
る
」
と
あ
り
ま

す
が
、本
文
の
説
明
か
ら
そ
れ
は
ど
の
辺
り
を
指
し
て
い
ま
す
か
。

そ
の
お
お
よ
そ
の
位
置
を
次
の
地
図
上
の　

 

〜　

 

よ
り
選
び
な

さ
い
。

問
４ 

．
文
章
Ａ
で
は
、「
多
摩
ニ
ュ
ー
タ
ウ
ン
」
を
例
に
挙
げ
、歴
史
的
・

文
化
的
な
観
点
か
ら
「
地
域
」
の
様
子
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
ま

す
。
こ
の
文
章
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
あ
な
た
に
と
っ
て
身
近
な

「
地
域
」
を
例
に
挙
げ
、歴
史
的
・
文
化
的
な
観
点
か
ら
、そ
の
「
地

域
」
に
つ
い
て
、
四
〇
〇
字
程
度
で
紹
介
を
し
て
く
だ
さ
い
。
あ

な
た
が
現
在
住
ん
で
い
る
地
域
で
な
く
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。
な

お
、
地
名
や
経
路
な
ど
は
、
で
き
る
だ
け
具
体
的
に
記
し
て
く
だ

さ
い
。

《
問
４
を
解
答
す
る
上
で
の
注
意
》

　

・
縦た

て

書が

き
で
書
く
こ
と
。

　

・
書
き
出
し
と
段
落
の
最
初
は
、
一
マ
ス
空
け
る
こ
と
。

　

・ 

段
落
を
か
え
た
と
き
の
残
り
の
マ
ス
目
は
字
数
と
し
て
数
え
る
。

　

・ 

句
読
点
や
「　

」（　

）
な
ど
も
原
則
と
し
て
一
マ
ス
使
う
こ
と
。

た
だ
し
、
句
読
点
お
よ
び 

」 

）
が
行
の
先
頭
に
き
て
し
ま
う
場

合
は
、
前
の
行
の
最
後
の
マ
ス
に
付
け
加
え
る
こ
と
。

　

・ 
文
末
の
表
現
は
「
で
す
・
ま
す
」
で
も
「
だ
・
で
あ
る
」
で
も
よ

い
が
、
統
一
し
て
用
い
る
こ
と
。

ア

エア

イ

ウ エ
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