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問
題
一 

  

問
題
二 

    

問
五 

問
四 

問
三 

問
二 

問
一 

何
ら
か
の
言
語
や
身
振
り
を
介
す
必
要
が
あ
る
の
で
、
制
限
つ
き
で
は
あ
る
が
、
意
味
さ
れ
て
い
る
内
容
に
明
白 

な
対
応
を
持
つ
も
の
は
何
も
介
在
し
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
意
志
疎
通
が
生
じ
る
と
い
う 

不
可
思
議
で
、
驚
く
べ
き
能
力
を
私
た
ち
が
持
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
。 

親
は
傘
を
持
っ
て
い
く
べ
き
と
い
う
意
味
を
子
供
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
傘
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
く
て

も
、
ま
た
、
無
言
で
窓
の
外
を
指
差
し
て
雨
が
降
る
光
景
を
見
せ
る
と
い
う
仕
方
で
も
、
子
供
は
そ
の
意
味
を
理 

解
で
き
る
と
い
う
例
。 

人
間
以
外
の
動
物
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
、
無
意
識
の
振
る
舞
い
に
機
械
的
に
反
応
す
る
に
過
ぎ
な
い
の
に 

対
し
て
、
人
間
の
場
合
は
、
話
し
手
が
意
図
的
に
何
か
を
意
味
し
、
聞
き
手
は
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
を
相
互
に 

繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
。 

互
い
に
何
か
を
伝
え
あ
い
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
き
っ
か
け
と
し
て
、
桜
を
ぜ
ひ
見
て
ほ
し
い
と
思
っ
て 

い
る
よ
う
な
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。 

ア 
 

眺 

イ 
 

包
括 

ウ 
 

繰 

エ 
 

履 

オ 
 

光
景 

問
四 

問
三 

問
二 

問
一 

自
分
が
ど
う
い
う
人
間
で
あ
る
か
を
他
人
か
ら
固
定
観
念
を
も
っ
て
判
断
さ
れ
た
く
な
い
た
め
、
自
分
の
ア
イ 

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
象
徴
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
個
人
識
別
の
最
た
る
も
の
で
あ
る
下
の
名
前
を
使
わ
な
い
よ
う 

に
し
て
い
る
と
い
う
こ
だ
わ
り
。 

十
五
歳
の
時
の
大
事
故
で
、
そ
れ
以
前
の
記
憶
を
な
く
し
て
名
前
か
ら
自
己
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ 

て
い
た
が
、
仮
死
状
態
か
ら
生
き
返
っ
た
後
に
結
婚
し
、
新
し
く
得
た
名
前
に
違
和
感
を
持
つ
こ
と
は
な
い
と 

い
う
こ
と
。 

名
前
を
枷
だ
と
捉
え
て
嫌
っ
て
い
る
の
と
同
様
に
、
服
装
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
を
身
に
付
け
る
こ
と
で
、
自
分 

の
人
物
像
や
印
象
を
決
め
つ
け
ら
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
か
ら
。 

名
前
の
せ
い
で
自
分
の
イ
メ
ー
ジ
が
固
定
さ
れ
て
し
ま
い
、
服
装
を
は
じ
め
と
し
て
一
定
の
型
に
は
め
ら
れ
、 

行
動
の
自
由
も
心
理
的
に
妨
げ
ら
れ
て
し
ま
い
そ
う
な
こ
と
を
嫌
う
気
持
ち
。 



 

問
題
三 

  

問
題
四 

     

問
四 

問
三 

問
二 

問
一 

姫
君
本
人
に
は
も
と
も
と
貴
族
の
女
性
と
し
て
の
教
養
が
な
く
、
歌
も
詠
め
ず
字
も
下
手
な
の
で
、
最
初
は
代
筆 

を
頼
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
人
物
が
よ
そ
に
行
っ
て
し
ま
い
、
素
養
の
な
い
姫
君
自
身
に
返
事
を
す
る
方
法 

が
な
く
な
っ
た
か
ら
。 

今
頃
は
、
は
き
捨
て
た
庭
の
屑
に
な
っ
て
積
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
、
読
む
人
も
い
な
い
私
の
手
紙
は
。 

親
が
姫
君
を
大
事
に
守
り
育
て
申
し
上
げ
て
い
て
、
人
目
が
あ
る
の
で
、
姫
君
と
う
ま
く
や
り
と
り
が
で
き
な
い 

と
現
状
を
理
解
し
て
い
た
。 

ウ ア 

返
事
が
で
き
な
い 

全
く
返
事
が
な
い 

エ イ 

さ
ほ
ど
身
分
の
低
く
な
い
人 

と
や
か
く
言
わ
な
い
で 

問
五 

問
四 

問
三 

問
二 

問
一 

疏
広
の
老
後
の
た
め
に
皇
帝
が
下
さ
っ
た
黄
金
が
あ
る
と
、
子
や
孫
が
怠
惰
に
な
り
、
人
々
か
ら
恨
ま
れ
る
の
で
、

人
々
を
も
て
な
し
て
酒
食
に
黄
金
を
使
い
切
り
、
楽
し
く
余
生
を
尽
く
す
こ
と
。 

わ
れ
あ
に
ら
う
は
い
し
て
し
そ
ん
を
お
も
は
ざ
ら
ん
や
。 

疏
広
が
皇
帝
か
ら
い
た
だ
い
た
黄
金
を
、
人
を
招
い
て
の
酒
食
に
使
い
果
た
し
て
し
ま
う
前
に
、
田
や
家
を
買
わ 

せ
て
子
や
孫
の
財
産
に
し
よ
う
と
し
た
か
ら
。 

疏
広
は
、
自
分
の
家
に
黄
金
の
余
り
が
ま
だ
ど
れ
く
ら
い
あ
る
の
か
を
た
び
た
び
尋
ね 

ア 

た
め
に 

イ 
 

の
み 

ウ 
 

ゆ
ゑ
ん 

エ 
 

こ
こ
に
お
い
て 


