
２
月
１
日
（
水
）

【
注
意
事
項
】 

１　

問
題
は
４
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
６
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
三
（
令
和
五
）
年
度

適
性
型
思
考
力
入
試
問
題

時
間
　
50
分
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◎
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

　

新
年
早
々
、
宮
崎
県
の
高た

か

千ち

穂ほ

町
で
世
界
農
業
遺
産
・
日
本
農
業
遺

産
の
認
定
地
域
合
同
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
出
席
し
た
。

　

世
界
農
業
遺
産
は
、
世
界
的
に
重
要
な
伝
統
的
農
林
水
産
業
を
営
む

地
域
を
、
国
連
食

し
ょ
く

糧
り
ょ
う

農
業
機
関
（
Ｆ
Ａ
Ｏ
）
が
認
定
す
る
制
度
だ
。

総
合
地
球
環か

ん

境
き
ょ
う

学
研
究
所
が
そ
の
制
度
設
計
に
関
わ
り
、
６
年
前
に

高
千
穂
郷
・
椎し

い

葉ば

山
地
域
が
選
定
さ
れ
た
際
も
お
手
伝
い
を
し
た
経け

い

緯い

が
あ
る
。
日
本
農
業
遺
産
も
、
何
世
代
に
も
わ
た
り
継け

い

承し
ょ
う
さ
れ
て
き

た
独
自
性
の
あ
る
伝
統
的
な
農
林
水
産
業
と
、
そ
れ
に
密
接
に
関
わ
り

育
ま
れ
た
文
化
、
景
観
な
ど
が
相そ

う

互ご

に
関
連
す
る
シ
ス
テ
ム
を
認
定
す

る
制
度
だ
。
宮
崎
県
で
は
昨
年
、
日に

ち

南な
ん

市
と
田た

野の

・
清き

よ

武た
け

地
域
が
選
ば

れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
遺
産
も
将
来
に
受
け
継つ

が
れ
る
べ
き
重
要
な
農

林
水
産
業
シ
ス
テ
ム
と
し
て
期
待
さ
れ
て
お
り
、
シ
ン
ポ
翌
日
に
は
、

地
元
の
五ご

ケか

瀬せ

中
等
教
育
学
校
を
訪
問
し
て
生
徒
た
ち
と
暮
ら
し
や
将

来
に
つ
い
て
話
を
し
た
。

　

高
千
穂
地
域
は
急

き
ゅ
う

峻し
ゅ
ん
な
霊れ

い

峰ほ
う

が
そ
び
え
る
山
地
で
、
高
千
穂
神
社

や
天

あ
ま
の

岩い
わ

戸と

神
社
が
あ
る
。
人
工
林
や
照
葉
樹
林
、
落
葉
樹
林
が
ほ
ど

よ
い
割
合
で
維い

持じ

さ
れ
、斜し

ゃ

面め
ん

に
は
美
し
い
棚た

な

田だ

が
広
が
る
。
聞
け
ば
、

わ
ず
か
な
高
低
差
を
利
用
し
て
数
十
キ
ロ
離は

な

れ
た
奥お

く

地ち

の
水
源
か
ら
水

路
を
引
い
て
維
持
し
て
い
る
と
い
う
。黒
毛
和
牛
の
特
産
地
で
も
あ
り
、

農
業
、
畜ち

く

産さ
ん

業ぎ
ょ
う
、
林
業
が
調
和
よ
く
組
み
合
わ
さ
れ
、
神か

ぐ
ら楽
や
数
々

の
神
話
に
も
と
づ
く
伝
統
文
化
の
下
に
生
き
生
き
と
し
た
暮
ら
し
を
営

ん
で
い
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

私
は
屋や

久く

島
や
コ
ン
ゴ
民
主
共
和
国
の
世
界
自
然
遺
産
に
指
定
さ
れ

た
地
域
で
、
生
態
系
の
調
査
研
究
や
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
の
推
進
に
関

わ
っ
て
き
た
。
自
然
遺
産
の
目
的
は
、
世
界
の
財
産
と
認
定
さ
れ
た
自

然
の
価
値
を
失
わ
な
い
よ
う
、
地
元
政
府
と
国
際
的
な
協
力
に
よ
り
維

持
・
管
理
す
る
こ
と
だ
。
一
方
、
農
業
遺
産
は
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー

の
食
料
や
生
計
の
保
障
に
貢こ

う

献け
ん

し
つ
つ
、
農
業
生
物
多
様
性
や
伝
統
文

化
、
景
観
の
維
持
を
図
る
こ
と
に
主
眼
が
置
か
れ
て
い
る
。
シ
ス
テ
ム

の
内
容
は
変
わ
っ
て
も
い
い
し
、
管
理
・
発
展
計
画
と
次
世
代
へ
の
継

承
が
重
要
に
な
る
。

　

４
年
前
に
訪
問
し
た
ブ
ー
タ
ン
を
思
い
出
し
た
。
高
千
穂
郷
と
同
じ

よ
う
に
山
々
が
連
な
り
、
斜
面
は
棚
田
で
覆お

お

わ
れ
て
い
た
。
植
林
に
よ

り
森
林
が
維
持
さ
れ
、
農
業
が
国
の
主
産
業
だ
。
京
都
大
学
の
交
流
事

業
の
一い

っ

環か
ん

と
し
て
訪
問
し
た
の
だ
が
、
国
民
総
幸
福
（
Ｇ
Ｎ
Ｈ
）
と
い
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う
指
標
を
打
ち
出
し
た
ジ
グ
ミ
・
シ
ン
ゲ
・
ワ
ン
チ
ュ
ク
第
４
代
国
王

に
お
会
い
で
き
た
。
国
王
は
、
国
民
に
精
神
的
な
豊
か
さ
を
も
た
ら
す

た
め
に
農
業
が
最
も
重
要
と
述の

べ
ら
れ
た
。
幸
福
と
は
個
人
に
属
す
る

も
の
で
は
な
く
、
人
々
の
間
に
生
じ
る
と
い
う
言
葉
も
、
強
く
印
象
に

残
っ
て
い
る
。

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
を
体
験
し
て
、
私
た

ち
は
労
働
の
あ
り
方
を
見
直
す
き
っ
か
け
を
与あ

た

え
ら
れ
た
。
農
業
遺
産

と
い
う
仕
組
み
は
そ
の
き
っ
か
け
と
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

人
類
史
に
お
け
る
農
業
の
登
場
は
、
食
料
を
生
産
し
保
存
す
る
技
術

を
高
め
る
こ
と
で
、
定
住
と
人
口
増
を
促

う
な
が

し
、
大
規
模
な
社
会
を
構
築

す
る
出
発
点
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、農
耕
が
始
ま
る
前
に
、

人
類
は
複
数
の
家
族
か
ら
な
る
共
同
体
と
い
う
重
層
構
造
の
社
会
を
作

り
上
げ
て
い
た
。
道
具
と
調
理
技
術
の
発
達
に
よ
り
、
多
様
な
野
生
の

動
植
物
を
食
料
に
し
て
い
た
。
す
で
に
私
た
ち
が
話
す
よ
う
な
言
語
を

駆く

使し

し
、
多
様
な
物
語
を
人
々
は
伝
え
あ
っ
て
い
た
。
最
近
の
研
究
で

は
、
農
業
よ
り
前
に
定
住
生
活
が
始
ま
り
、
そ
れ
が
有
用
な
作
物
を
人

家
の
近
く
に
繁は

ん

茂も

さ
せ
る
結
果
と
な
り
農
耕
が
促
さ
れ
た
と
い
う
説
が

登
場
し
て
い
る
。
山
菜
や
漁
業
資
源
が
豊
富
な
日
本
で
は
、
世
界
に
比

べ
農
耕
の
始
ま
り
が
遅お

そ

く
、
定
住
型
の
狩し

ゅ

猟
り
ょ
う

採
集
に
よ
る
縄

じ
ょ
う

文も
ん

時
代

が
長
く
続
い
た
。
稲い

な

作さ
く

が
大
陸
か
ら
も
た
ら
さ
れ
て
も
、
す
ぐ
に
は
日

本
列
島
全
体
に
広
が
ら
ず
、
弥や

よ
い生
文
化
に
は
縄
文
文
化
が
色い

ろ

濃こ

く
残
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。

　

し
か
も
、
大お

お

型が
た

哺ほ

乳
に
ゅ
う

類る
い

を
家か

畜ち
く

に
し
て
肉
や
ミ
ル
ク
を
利
用
し
た

西
洋
と
違ち

が

い
、明め

い

治じ

に
な
る
ま
で
日
本
に
は
食
用
家
畜
が
欠
け
て
い
た
。

西
洋
の
牧ぼ

く

畜ち
く

社
会
は
、
家
畜
飼し

養よ
う

に
よ
り
畑
地
を
広
げ
、
大
規
模
な
牧

場
を
山
地
に
作
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
森
林
は
伐ば

っ

採さ
い

さ
れ
て
草
原
に
変
わ

り
、
家
畜
が
媒ば

い

介か
い

す
る
多
く
の
感か

ん

染せ
ん

症し
ょ
う
を
流
行
さ
せ
る
結
果
を
招
い

た
。
森
林
を
神
の
領
域
と
し
て
残
し
、
大
型
家
畜
を
耕
作
用
や
運う

ん

搬ぱ
ん

用

に
し
か
使し

役え
き

し
な
か
っ
た
日
本
は
、
西
洋
と
は
異
な
る
歴
史
を
持
っ
て

い
る
。

　
　
　
　
　

＊

　

農
業
は
自
然
の
時
間
に
従
っ
て
作
物
を
育
て
る
労
働
で
あ
り
、
農の

う

事じ

暦れ
き

は
季
節
の
移
り
変
わ
り
を
労
働
に
読
み
込
む
仕
組
み
だ
っ
た
。
狩
猟

採
集
と
違
い
、
老ろ

う

若
に
ゃ
く

男な
ん

女に
ょ

す
べ
て
が
労
働
に
従
事
で
き
、
働
く
こ
と

に
よ
っ
て
共
同
体
の
き
ず
な
が
強
め
ら
れ
る
結
果
を
も
た
ら
し
た
。
し

か
し
、
産
業
革
命
に
よ
っ
て
時
間
を
人
が
管
理
し
、
工
場
に
労
働
者
を

集
め
て
効
率
と
生
産
性
を
重
視
す
る
時
代
に
な
っ
た
。
緑
の
革
命
に

よ
っ
て
大
量
の
化
学
肥
料
が
つ
ぎ
込こ

ま
れ
て
土ど

壌じ
ょ
う
が
や
せ
、
遺
伝
子
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組
み
換か

え
作
物
の
導
入
に
よ
っ
て
大だ

い

企き

業ぎ
ょ
う

が
種
子
や
肥
料
を
独ど

く

占せ
ん

し
、

各
地
の
自
然
特
性
に
合
わ
せ
た
農
業
が
で
き
な
く
な
っ
た
。
今
は
な
る

べ
く
自
然
の
影え

い

響き
ょ
う
を
遮し

ゃ

断だ
ん

し
、
温
室
や
工
場
で
作
物
を
栽さ

い

培ば
い

す
る
科

学
技
術
が
高
ま
っ
て
い
る
。
た
し
か
に
生
産
力
は
高
ま
っ
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
農
業
と
い
う
太
陽
と
水
と
土
に
親
し
む
労
働
の
意
義
は
忘
れ

ら
れ
つ
つ
あ
る
。

　

農
業
の
原
点
は
食
料
の
生
産
を
通
じ
て
人
々
が
つ
な
が
る
こ
と
だ
っ

た
。
農
業
は
共
感
力
を
高
め
、
共
助
の
精
神
を
醸

じ
ょ
う

成せ
い

す
る
仕
組
み
だ
っ

た
。
私
た
ち
は
い
ま
一
度
、
幸
福
を
も
た
ら
す
農
業
と
は
何
か
を
考
え

直
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
山
極
寿
一　
「
農
業
の
原
点
に
学
ぶ　

自
然
に
従
う
労
働
の
豊
か
さ
」

〔
二
〇
二
二
年
二
月
十
日
朝
日
新
聞
朝
刊
〕
よ
り
）

問
１�

．「
国
王
は
、
国
民
に
精
神
的
な
豊
か
さ
を
も
た
ら
す
た
め
に
農

業
が
最
も
重
要
と
述
べ
ら
れ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
国
王
の

言
葉
に
筆
者
は
感か

ん

銘め
い

を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
れ
は
農
業

を
本
来
ど
ん
な
性
質
を
持
っ
た
労
働
だ
と
筆
者
は
定
義
づ
け
て
い

た
か
ら
で
す
か
。
五
十
五
字
以
上
六
十
五
字
以
内
で
説
明
し
な
さ

い
。

問
２�

．「
農
業
と
い
う
太
陽
と
水
と
土
に
親
し
む
労
働
の
意
義
は
忘
れ

ら
れ
つ
つ
あ
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
労
働
の
意
義
が
な
ぜ
「
忘
れ

ら
れ
つ
つ
あ
る
」
と
筆
者
は
考
え
た
の
で
す
か
。
六
十
字
以
上

七
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

《
問
１
と
問
２
を
解
答
す
る
上
で
の
注
意
》

　

・
縦
書
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�
．
本
文
中
に
「
エ
コ
ツ
ー
リ
ズ
ム
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
エ
コ
ツ
ー

リ
ズ
ム
」
と
は
「
地
域
ぐ
る
み
で
自
然
環
境
や
歴
史
文
化
な
ど
、

地
域
固
有
の
魅
力
を
観
光
客
に
伝
え
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
価
値

や
大
切
さ
が
理
解
さ
れ
、
保
全
に
つ
な
が
っ
て
い
く
こ
と
を
目
指

し
て
い
く
仕
組
み
」
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
の
住
ん
で
い
る
（
住

ん
で
い
た
）
地
域
、
ま
た
は
以
前
に
旅
行
し
た
地
域
の
中
か
ら

一
カ
所
を
選
び
、
そ
の
地
域
の
良
い
と
こ
ろ
を
一
つ
挙
げ
、
そ
れ

を
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
長
く
維
持
し
つ
づ
け
ら
れ
る
か
を
考
え
て

四
〇
〇
字
程
度
で
ま
と
め
な
さ
い
。「
地
域
の
良
い
と
こ
ろ
」
に

は
自
然
・
街
の
様
子
・
建
物
・
行
事
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。
な
お
、

紹
介
す
る
場
所
の
地
名
を
文
中
に
必
ず
入
れ
る
こ
と
。

《
問
３
を
解
答
す
る
上
で
の
注
意
》

　

・
縦
書
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
こ
と
。

　

・�

句
読
点
や
「　

」（　

）
な
ど
を
原
則
と
し
て
一
マ
ス
使
う
こ
と
。

た
だ
し
、
行
の
先
頭
に
き
て
し
ま
う
場
合
は
、
前
の
行
の
最
後
の

マ
ス
を
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
、
文
体
は
統
一
し
て
用
い
る
こ
と
。
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