
国
　
語

一
　
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
問
題
用
紙
・
解
答
用
紙
に
ふ
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

二
　
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
最
初
に
問
題
用
紙
七
ペ
ー
ジ
、
解
答
用
紙
二
枚
を
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

三
　
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
と
氏
名
を
記
入
し
て
か
ら
始
め
て
く
だ
さ
い
。

四
　
問
題
に
つ
い
て
の
質
問
は
受
け
付
け
ま
せ
ん
。
印
刷
の
は
っ
き
り
し
な
い
と
こ
ろ
や
用
事
が
あ
る
と
き
は
、
声
を
出
さ
ず
に
手
を
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。

五
　
字
数
が
指
定
さ
れ
て
い
る
問
題
は
、
記
号
・
句
読
点
も
一
字
と
し
て
数
え
て
く
だ
さ
い
。

六
　
問
題
用
紙
は
回
収
し
ま
せ
ん
。

七
　
筆
記
用
具
の
貸
し
借
り
は
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

八
　
試
験
時
間
は
五
十
分
で
す
。
終
了
五
分
前
に
な
っ
た
ら
知
ら
せ
ま
す
。

九
　
答
案
を
書
き
終
わ
っ
て
も
座
席
か
ら
は
な
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
。

二
○
二
二
年
度　
　
　

入
学
試
験
問
題　
　
　

（
二
月
四
日
午
後
）

第
四
回
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
な
お
、
作
問

の
都
合
上
、
省
略
し
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。）　

嗅き
ゅ
う覚
は
、
表
現
す
る
う
え
で
大
切
な
感
覚
で
あ
り
な
が
ら
、
日
本
人
に
限
ら

ず
現
代
人
に
と
っ
て
、
①
五
感
の
な
か
で
置
き
去
り
に
さ
れ
た
感
覚
な
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
嗅
覚
は
人
間
の
五
感
の
な
か
で
普ふ

段
一
番
意
識
さ
れ
て
い

な
い
と
思
わ
れ
る
感
覚
で
す
。　

動
物
に
比
べ
て
確
実
に
退
化
し
て
い
る
感
覚
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。
動

物
に
と
っ
て
五
感
と
は
、
自
分
の
身
の
安
全
を
守
る
こ
と
に
即そ

く

、
結
び
つ
く
か

ら
で
す
。
動
物
は
そ
の
な
か
で
も
嗅
覚
に
よ
っ
て
、敵
の
襲し

ゅ
う

来
か
ら
逃の

が

れ
た
り
、

自
分
の
縄
張
り
を
確
認
し
た
り
、
目
の
前
の
餌え

さ

が
安
全
か
ど
う
か
を
チ
ェ
ッ
ク

し
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
人
間
も
原
始
時
代
に
は
動
物
と
ま
っ
た
く
同
じ
だ
っ
た
は

ず
で
す
。
つ
ね
に
五
感
を
働
か
せ
る
こ
と
で
、
身
の
危
険
を
避さ

け
、
日
々
を
暮

ら
し
て
い
た
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ
が
文
明
の
発
達
に
よ
り
、
嗅
覚
で
危
険
を
察

知
す
る
と
い
う
場
面
が
少
な
く
な
り
、
次
第
に
衰お

と
ろ

え
て
い
っ
た
と
い
っ
て
い
い

で
し
ょ
う
。　

と
い
う
こ
と
は
、（　
　

あ　
　

）、
も
と
も
と
人
間
に
は
自
分
の
命
を
守
る

た
め
の
鋭す

る
ど

い
嗅
覚
が
、
視
覚
や
聴ち

ょ
う

覚
と
同
様
に
備
わ
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で

す
。
で
す
か
ら
、
嗅
覚
を
研と

ぎ
澄す

ま
す
努
力
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
能
力

が
蘇

よ
み
が
えり
、
最
大
限
そ
の
能
力
を
発
揮
で
き
る
の
で
す
。　

日
本
人
の
嗅
覚
を
退
化
さ
せ
て
い
る
数
多
い
要
因
の
ひ
と
つ
に
、
賞
味
期
限

や
消
費
期
限
の
表
示
が
あ
り
ま
す
。
社
会
が
便
利
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
人
間

の
能
力
が
退
化
し
て
い
く
ひ
と
つ
の
象
徴ち

ょ
う

的
な
例
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。　

以
前
は
、
製
造
年
月
日
の
記
載さ

い

義
務
だ
け
で
、
賞
味
期
限
の
表
示
な
ど
は
あ

り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
、
自
分
の
感
覚
だ
け
を
頼た

よ

り
に
し
て
、
安
全
か
ど
う
か
、

食
べ
て
い
い
の
か
否い

な

か
を
判
断
し
て
い
ま
し
た
。
原
始
人
は
動
物
と
同
じ
で
す

べ
て
五
感
で
判
断
し
て
い
た
で
し
ょ
う
し
、
そ
こ
ま
で
さ
か
の
ぼ
ら
な
く
て
も

明
治
・
大
正
・
昭
和
と
基
本
的
に
は
ほ
ぼ
同
様
だ
っ
た
は
ず
で
す
。
で
す
か
ら
、

と
き
に
バ
ク
テ
リ
ア
が
繁は

ん
し
ょ
く
殖
し
た
も
の
を
口
に
し
て
命
を
落
と
し
た
人
も
い
た

で
し
ょ
う
。
た
と
え
ば
フ
グ
の
キ
モ
や
毒
キ
ノ
コ
に
し
て
も
、
そ
の
毒
性
が
一

般ぱ
ん

に
広
く
知
れ
わ
た
る
前
は
、
自
分
の
勘か

ん

と
感
覚
だ
け
で
取
捨
選
択た

く

し
て
、
口

に
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。　

今
の
よ
う
な
賞
味
期
限
表
示
が
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
以
前
は
製
造
年
月
日
の

表
示
の
み
で
し
た
。
で
す
か
ら
料
理
の
で
き
る
主
婦
は
そ
の
製
造
年
月
日
の
表

示
を
見
て
、
な
お
か
つ
自
分
の
感
覚
と
経
験
で
食
べ
ら
れ
る
か
、
食
べ
ら
れ
な

い
か
、
を
決
め
て
い
た
は
ず
で
す
。　

つ
ま
り
、
そ
の
際
の
判
断
す
る
う
え
で
最
も
重
要
な
感
覚
は
嗅
覚
、
つ
ま
り

鼻
に
直
接
、
近
づ
け
て
匂に

お

い
を
嗅か

い
で
確
認
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
点
か
ら
考

え
る
と
、
そ
の
こ
ろ
主
婦
た
ち
の
ほ
う
が
今
よ
り
も
嗅
覚
を
日
常
的
に
使
わ
ざ

る
を
え
な
か
っ
た
分
、嗅
覚
が
優
れ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

今
は
、
賞
味
期
限
の
表
示
が
あ
る
こ
と
で
、
自
分
の
嗅
覚
の
力
を
頼
り
に
す

る
人
が
少
な
く
な
り
ま
す
。
②
不
精し

ょ
うに

な
っ
た
こ
と
で
、
感
覚
が
し
だ
い
に
衰

え
て
い
っ
た
と
言
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
。　

で
す
か
ら
、
ひ
と
つ
ひ
と
つ
香
り
を
嗅
い
で
確
か
め
る
こ
と
な
く
、
賞
味
期

限
が
過
ぎ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
す
ぐ
に
捨
て
て
し
ま
い
ま
す
。
若
い
主
婦
は
、

醬
し
ょ
う

油
や
味
噌そ

、
酢す

ま
で
捨
て
る
と
聞
き
ま
し
た
。　

一
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昔
、
僕ぼ

く

の
家
で
は
、
味
噌
は
大
き
な
容
器
に
入
っ
た
も
の
を
使
っ
て
い
ま
し

た
が
、
し
ば
ら
く
お
い
て
お
く
と
表
面
に
カ
ビ
が
は
え
て
き
ま
す
。
し
か
し
、

そ
の
部
分
だ
け
を
す
く
っ
て
除
い
て
か
ら
使
っ
て
い
ま
し
た
。醬
油
も
味
噌
も
、

も
と
も
と
カ
ビ
を
使
っ
て
い
る
発
酵こ

う

食
品
で
あ
り
、
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
し

て
や
酢
な
ど
変
化
は
し
て
も
、そ
う
容
易
に
劣れ

っ

化
す
る
と
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。

醬
油
も
味
噌
も
酢
も
、
日
に
ち
が
た
つ
と
品
質
が
落
ち
て
食
べ
ら
れ
な
く
な

る
と
い
う
よ
り
も
、
風
味
が
変
わ
る
だ
け
で
、
そ
れ
で
命
を
落
と
す
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
ま
ず
あ
り
え
ま
せ
ん
。　

規
定
で
は
、
賞
味
期
限
を
う
た
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、皮
肉
な
こ
と
に
、そ
れ
に
よ
り
嗅
覚
が
ど
ん
ど
ん
退
化
し
て
い
る
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
③
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
つ
け
い
り
、「
偽ぎ

装
」
を
し
て
儲も

う

け
よ

う
と
い
う
輩や

か
ら

も
現
わ
れ
ま
す
。
消
費
者
に
も
非
が
あ
り
ま
す
。
自
分
の
感
覚
よ

り
も
、
賞
味
期
限
に
書
か
れ
て
い
る
数
字
や
文
字
で
書
か
れ
た
産
地
だ
け
を
信

じ
て
食
べ
た
り
、
捨
て
た
り
し
て
い
る
の
も
悪
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
結
果
、

多
量
の
食
品
が
廃は

い

き棄
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。　

ア　

一
方
、
日
本
で
は
肉
や
魚
、
た
と
え
ば
刺さ

し

身
に
は
消
費
期
限
が
書
か

れ
て
あ
り
ま
す
。　

イ　

た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
で
も
表
示
さ
れ
て
は
い
ま
す
が
、
肉
や
魚
に
は

そ
う
い
っ
た
表
示
を
あ
ま
り
見
か
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
。

ウ　

し
か
し
な
が
ら
、
刺
身
と
し
て
食
べ
ら
れ
な
く
な
れ
ば
、
煮に

た
り
、

焼
い
た
り
、
佃つ

く
だ

煮
に
し
た
り
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
す
が
、
捨
て
て
し

ま
う
と
い
う
か
ら
驚お

ど
ろ

き
ま
す
。　

エ　

も
ち
ろ
ん
ほ
か
の
国
で
も
こ
う
し
た
賞
味
期
限
あ
る
い
は
消
費
期
限

を
表
示
す
る
と
い
う
自
主
規
制
が
あ
る
よ
う
で
、　

こ
れ
は
自
分
の
感
覚
を
使
っ
て
な
い
証
拠こ

で
す
。
今
こ
そ
、
自
分
の
嗅
覚
を

使
う
こ
と
で
、
自
分
の
感
覚
を
と
り
も
ど
し
、
人
が
決
め
た
賞
味
期
限
よ
り
も
、

自
分
の
感
覚
を
信
じ
る
べ
き
で
す
。　

も
ち
ろ
ん
人
間
は
、
嗅
覚
を
ま
っ
た
く
使
っ
て
い
な
い
か
と
い
う
と
そ
う
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
異
臭
に
対
し
て
は
瞬し

ゅ
ん

時
に
気
づ
く
は
ず
で
す
。

そ
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
安
全
を
確
認
す
る
、
自
分
の
命
を
守
る
と
い
う
、
原

始
時
代
か
ら
人
間
に
刻
み
込こ

ま
れ
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
な
せ
る
業わ

ざ

だ
と
思
い
ま
す
。
こ

う
い
う
場
合
は
「
香
り
」
と
い
う
よ
り
、「
に
お
い
」
が
よ
り
適
切
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。「
に
お
い
」
と
い
う
表
現
に
は
、
多
く
の
場
合
、
需じ

ゅ

要
で
は
な
く
拒き

ょ

絶
す
る
意
味
合
い
が
含ふ

く

ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。　

で
す
か
ら
、「
に
お
い
」
に
対
し
て
の
嗅
覚
は
自
分
の
身
を
守
る
た
め
に
使
っ

て
い
る
も
の
の
、「
香
り
」
を
嗅
ぐ
と
い
う
意
味
で
の
嗅
覚
を
ほ
と
ん
ど
使
っ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
も
っ
と
日
常
的
に
「
香
り
」
を
嗅
ぐ
こ
と
を
意

識
し
て
い
れ
ば
、
前※

注
１述

し
た
よ
う
に
、
俳
句
や
短
歌
、
あ
る
い
は
小
説
な
ど
の

文
学
に
も
、
④
嗅
覚
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
表
現
が
も
っ
と
登
場
し
て
い
て
も
い

い
と
思
う
の
で
す
。　

こ
の
よ
う
に
、
嗅
覚
の
能
力
は
、
だ
れ
に
も
備
わ
っ
て
い
な
が
ら
、
現
在
は

眠ね
む

っ
て
い
る
と
言
っ
て
い
い
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
の
本
を
き
っ
か
け
に
、
長
い

眠
り
か
ら
覚
ま
し
て
あ
げ
て
く
だ
さ
い
。
嗅
覚
を
磨み

が

く
こ
と
に
よ
り
は
じ
め
て



― 3―― 4―

五
感
が
フ
ル
稼か

働
で
き
る
条
件
が
整
う
と
言
え
ま
す
。　

冒ぼ
う

頭
に
書
い
た
よ
う
に
、
実
際
に
（　
　

い　
　

）
人
が
い
る
の
で
す
。
食

べ
物
の
味
わ
い
を
味
覚
や
嗅
覚
で
語
ら
ず
に
、
歯
ご
た
え
や
舌
ざ
わ
り
な
ど
の

触し
ょ
っ感
だ
け
で
す
ま
せ
て
い
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に
感
じ
ま
す
。
こ
れ
も
、
日
頃ご

ろ

よ
り
触
感
に
頼
り
き
り
に
な
る
こ
と
で
、
味
覚
や
嗅
覚
の
セ
ン
サ
ー
が
衰
え
て

し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。　

意
外
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
人
間
の
五
感
の
な
か
で
唯ゆ

い

一
、
鍛き

た

え
や
す
い
感
覚
が
嗅
覚
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
使
っ
て
な
い
分
、
キ
ャ
パ

シ
テ
ィ
も
あ
る
と
考
え
て
い
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。　

た
と
え
ば
、
視
覚
を
鍛
え
る
と
い
っ
て
も
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
よ
り
視
力
一
・

〇
を
一
・
五
に
す
る
と
か
、
老
眼
を
治
す
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
は
な
か
な
か

難
し
い
で
し
ょ
う
。
あ
る
程
度
、
日
常
的
に
使
っ
て
い
る
感
覚
の
能
力
を
、
あ

る
時
点
か
ら
急
激
に
引
き
上
げ
る
と
い
う
の
は
、
と
て
も
難
し
い
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。
聴
覚
も
同
様
で
す
。　

味
覚
に
つ
い
て
も
実
際
に
は
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
味

覚
の
セ
ン
サ
ー
と
し
て
存
在
す
る
味
蕾ら

い

は
、
毎
日
激
し
く
増
減
を
繰く

り
返
し
て

い
ま
す
が
、
成
人
に
な
っ
て
か
ら
、
全
体
の
量
が
著
し
く
増
え
る
こ
と
は
ほ
と

ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
。　

そ
の
点
、
嗅
覚
に
関
し
て
は
、
鍛
え
ら
れ
る
可
能
性
が
高
い
と
思
う
の
で
す
。

そ
れ
に
は
、意
識
を
し
て
嗅
ぐ
こ
と
が
大
事
で
す
。
そ
の
場
合
、（　
　

う　
　

）

を
嗅
ぐ
の
で
は
な
く
、（　
　

え　
　

）
を
嗅
ぐ
こ
と
を
―
―
嗅
覚
で
、
い
い

イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
る
こ
と
を
習
慣
づ
け
ま
し
ょ
う
。　

そ
の
た
め
に
は
、
嗅
覚
を
普ふ

段
の
暮
ら
し
か
ら
意
識
す
る
こ
と
を
お
す
す
め

し
ま
す
。　

（
中
略
）

そ
の
な
か
で
最
も
五
感
を
フ
ル
に
活
用
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
が
、
食
事
を
し
て

い
る
と
き
や
料
理
を
作
っ
て
い
る
と
き
な
の
で
す
。
と
く
に
食
事
は
、
⑤
だ
れ

に
で
も
平
等
に
与あ

た

え
ら
れ
た
五
感
磨
き
の
チ
ャ
ン
ス
で
す
。
こ
れ
を
使
わ
な
い

手
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
か
で
も
味
覚
を
使
え
る
チ
ャ
ン
ス
は
、
物
を
食
べ
、
飲

む
と
き
く
ら
い
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。　

日
本
人
は
、
食
事
に
お
い
て
、
主
に
視
覚
と
触
覚
を
使
っ
て
感
じ
て
い
る
と

書
き
ま
し
た
が
、
実
際
に
は
、
コ
リ
コ
リ
、
サ
ク
サ
ク
、
プ
リ
プ
リ
な
ど
聴
覚

で
感
じ
た
噛か

ん
だ
と
き
の
音
も
あ
り
、
そ
し
て
、
甘か

ん

味
、
塩
味
、
酸
味
、
苦
味
、

旨う
ま

味
の
五
つ
を
区
分
け
し
、
ま
た
そ
れ
ら
の
バ
ラ
ン
ス
を
認
識
す
る
こ
と
の
で

き
る
味
覚
も
持
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
嗅
覚
も
、
こ
れ
を
感
じ
て
い
な
け
れ
ば
食

べ
た
物
の
判
別
が
つ
か
な
い
は
ず
な
の
で
（
小※

注
３学
校
六
年
生
の
実
験
を
思
い
出

し
て
く
だ
さ
い
）、
こ
れ
も
実
際
に
は
感
じ
て
は
い
る
の
で
す
。　

得
ら
れ
て
い
る
は
ず
な
の
に
感
じ
な
い
感
覚
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
意
識
の

外
側
に
あ
っ
て
、言
葉
に
置
き
換か

え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、

正
し
く
言
語
化
し
て
い
く
こ
と
が
、
食
の
愉た

の

し
み
を
演
出
す
る
近
道
と
な
り
ま

す
。　日

常
生
活
に
お
い
て
、
あ
る
意
味
、
食
事
の
時
間
の
み
が
五
感
の
す
べ
て
を

同
時
に
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
会
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。　

（
田
崎
真
也
「
言
葉
に
し
て
伝
え
る
技
術
―
ソ
ム
リ
エ
の
表
現
力
」
よ
り
）

※
注
２
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※
注
１
「
前
述
し
た
よ
う
に
」･･･

筆
者
は
自
身
が
俳
句
に
親
し
む
う
ち
に
、

日
本
の
俳
句
の
ほ
と
ん
ど
が
、「
視
覚
」
と
「
聴
覚
」（
と
き
に
触
覚
）

で
感
じ
た
こ
と
を
中
心
に
よ
ん
で
い
る
も
の
が
多
い
こ
と
に
気
づ
い

た
、
と
述
べ
て
い
る
。　

※
注
２
「
冒
頭
に
書
い
た
よ
う
に
」･･･

筆
者
は
冒
頭
で
、「
お
い
し
い
」
を

伝
え
よ
う
と
す
る
多
く
の
表
現
は
、
五
感
を
活
用
し
て
感
じ
た
実
際

の
食
べ
物
の
味
わ
い
を
伝
え
て
い
な
い
こ
と
が
多
い
、
と
批
判
し
て

い
る
。

※
注
３
「
小
学
校
六
年
生
の
実
験
」･･･
筆
者
は
あ
る
テ
レ
ビ
番
組
で
小
学
生

向
け
に
授
業
を
行
い
、
目
に
見
え
な
い
野
菜
を
嗅
覚
・
味
覚
・
触
覚

に
よ
っ
て
判
断
す
る
実
験
で
は
、
嗅
覚
が
一
番
の
決
め
手
に
な
る
こ

と
を
証
明
し
た
。　

問
一　

文
中
の　
　
　
　

の
中
の
ア
～
エ
を
正
し
く
並
べ
替か

え
な
さ
い
。　

問
二　

―
―
線
部
①
「
五
感
の
な
か
で
置
き
去
り
に
さ
れ
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、

な
ぜ
で
す
か
。
次
の
（　
　
　

）
に
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
、
本
文
中
か

ら
十
二
字
で
抜ぬ

き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。　

（　
　
　

）
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。　

問
三　

本
文
中
の
（　
　

あ　
　

）
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
ア　

し
か
し
な
が
ら

イ　

ひ
ょ
っ
と
す
る
と

ウ　

逆
に
言
う
と

エ　

結
果
と
し
て　

問
四　

―
―
線
部
②
「
不
精
に
な
っ
た
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
次
の

一
文
の
（　

ア　

）、（　

イ　

）
に
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ

十
五
字
以
内
で
答
え
な
さ
い
。　

（　

ア　

）
に
つ
い
て
、（　

イ　

）
に
し
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
。
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問
五　

―
―
線
部
③
「
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
つ
け
い
り
、『
偽
装
』
を
し
て
儲

け
よ
う
」
と
あ
り
ま
す
が
、そ
の
例
と
し
て
あ
て
は
ま
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

も
の
を
、

次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。　

ア　

仕
入
れ
の
発
注
ミ
ス
に
よ
り
、
牛
乳
で
は
な
く
豆
乳
が
と
ど
い
て

し
ま
っ
た
が
、
焼
き
菓が

子
に
少
し
混
ぜ
る
だ
け
で
あ
れ
ば
風
味
は

変
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
、
メ
ニ
ュ
ー
表
示
は
そ
の
ま
ま
で
客
に
提

供
す
る
こ
と
に
し
た
。　

イ　

あ
る
生
魚
が
売
れ
残
り
、
安
全
に
食
べ
ら
れ
る
日
は
過
ぎ
て
し
ま

っ
た
が
、
廃
棄
処
分
を
減
ら
す
た
め
に
、
別
の
食
材
と
一
緒し

ょ

に
調

理
し
直
し
て
お
か
ず
コ
ー
ナ
ー
に
並
べ
、
翌
日
か
ら
再
び
販は

ん

売
す

る
こ
と
に
し
た
。　

ウ　

貿
易
情
勢
の
急
変
に
よ
り
、
あ
る
国
か
ら
の
牛
肉
の
輸
入
量
が
大

幅は
ば

に
減
少
し
て
し
ま
っ
た
た
め
、
ラ
ベ
ル
は
変
え
ず
に
近
く
の
別

の
国
か
ら
輸
入
し
た
牛
肉
を
混
ぜ
て
販
売
し
、
供
給
量
を
安
定
さ

せ
る
よ
う
に
努
め
た
。　

エ　

冷
害
に
よ
り
、
例
年
通
り
の
色
や
形
の
基
準
を
満
た
す
野
菜
を
作

る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
に
割
り
引
い

た
価
格
で
、「
訳
あ
り
商
品
」
と
し
て
い
つ
も
の
ス
ー
パ
ー
で
野

菜
を
売
る
こ
と
に
し
た
。　

問
六　

―
―
線
部
④
「
嗅
覚
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
表
現
が
も
っ
と
登
場
し
て
い

て
も
い
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
次
の
ア
～
エ
の
短
歌
の
中
か
ら
「
嗅
覚

か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
表
現
」
が
登
場
し
て
い
る
も
の
を
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。　

ア　

窓
を
あ
け
胸
い
っ
ぱ
い
の
深
呼
吸
鼻
歌
ま
じ
り
の
春
の
そ
よ
風　

イ　

マ
ス
ク
越ご

し
キ
ン
モ
ク
セ
イ
が
風
に
乗
り
姿
は
見
え
な
い
秋
の
お

と
ず
れ　

ウ　

夕
焼
け
に
照
ら
さ
れ
歩
く
帰
り
道
ド
ア
を
開
け
れ
ば
お
腹
が
鳴
き

だ
す　

エ　

暑
い
日
に
頭
が
キ
ン
と
し
み
る
の
は
こ
ん
も
り
盛
ら
れ
た
メ
ロ
ン

の
氷　
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問
七　

本
文
中
の
（　
　

い　
　

）
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い

も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

　
ア　

肉
を
食
べ
て
、「
や
わ
ら
か
い
か
ら
、
お
い
し
い
」
と
い
う
表
現

を
す
る　

イ　

焼
き
魚
を
食
べ
て
、「
香
ば
し
い
か
ら
、
お
い
し
い
」
と
い
う
表

現
を
す
る　

ウ　

カ
レ
ー
を
食
べ
て
、「
か
ら
い
か
ら
、
お
い
し
い
」
と
い
う
表
現

を
す
る　

エ　

焼
き
芋い

も

を
食
べ
て
、「
あ
ま
い
か
ら
、
お
い
し
い
」
と
い
う
表
現

を
す
る　

問
八　

本
文
中
の
（　
　

う　
　

）、（　
　

え　
　

）
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、

本
文
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。　

問
九　

―
―
線
部
⑤
「
だ
れ
に
で
も
平
等
に
与
え
ら
れ
た
五
感
磨
き
の
チ
ャ
ン

ス
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
こ
と
で
す
か
。
自
分
で
考
え
て
説
明

し
な
さ
い
。　

問
十　

あ
な
た
に
と
っ
て
印
象
的
な
食
べ
物
に
つ
い
て
、
感
じ
た
こ
と
を
、「
視

覚
」、「
聴
覚
」、「
味
覚
」、「
嗅
覚
」、「
触
覚
」
の
中
か
ら
い
ず
れ
か
二

つ
以
上
を
使
っ
て
、
二
百
字
以
内
で
具
体
的
に
表
現
し
な
さ
い
。　

次
の
カ
タ
カ
ナ
の
文
章
を
読
ん
で
、
漢
字
と
ひ
ら
が
な
と
読
点
を
正

し
く
用
い
て
書
き
直
し
な
さ
い
。

ヒ
ガ
シ
ニ
ホ
ン
ダ
イ
シ
ン
サ
イ
ノ
ト
キ
ニ
ハ
コ
ウ
ツ
ウ
キ
カ

ン
ガ
マ
ヒ
シ
テ
オ
オ
ク
ノ
キ
タ
ク
コ
ン
ナ
ン
シ
ャ
デ
ホ
ド
ウ

ガ
ア
フ
レ
マ
シ
タ
。
ト
ウ
キ
ョ
ウ
ト
デ
ハ
コ
ン
ラ
ン
ヲ
サ
ケ

ル
タ
メ
ム
リ
ニ
イ
ド
ウ
シ
ナ
イ
デ
ト
ヨ
ビ
カ
ケ
テ
イ
マ
ス
。

ボ
ウ
サ
イ
ノ
タ
メ
ノ
ジ
ュ
ン
ビ
ト
シ
テ
コ
ウ
キ
ョ
ウ
ノ
タ
テ

モ
ノ
ヤ
ガ
ッ
コ
ウ
ナ
ド
コ
ウ
ツ
ウ
キ
カ
ン
ガ
カ
イ
フ
ク
ス
ル

マ
デ
イ
チ
ジ
テ
キ
ニ
タ
イ
キ
ス
ル
バ
シ
ョ
ヲ
カ
ン
ガ
エ
テ
オ

ク
コ
ト
モ
タ
イ
セ
ツ
デ
ス
。 

二
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次
の
⑴
～
⑸
の
―
―
線
部
の
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
、
⑹
～
⑽
の
―
―

線
分
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。

⑴　

読
経
し
て
心
を
し
ず
め
る
。　

⑵　

十
円
玉
が
炭
化
し
て
黒
く
な
る
。　

⑶　

私
は
芸
術
家
の
血
筋
で
あ
る
。　

⑷　

河
川
の
水
質
調
査
を
す
る
。　

⑸　

開
会
式
で
旗
手
を
務
め
る
。　

⑹　

ユ
ウ
ソ
ウ
に
か
か
る
費
用
を
算
出
す
る
。　

⑺　

ソ
ウ
カ
ン
号
に
作
品
を
発
表
す
る
。　

⑻　

コ
ク
イ
ッ
コ
ク
と
期
限
が
せ
ま
る
。　

⑼　

テ
ン
シ
ュ
カ
ク
を
中
か
ら
見
学
す
る
。　

⑽　

友
達
を
ミ
チ
ヅ
れ
に
す
る
。　

次
の
⑴
～
⑸
の
―
―
線
部
を
敬
語
に
改
め
な
さ
い
。

⑴　

市
長
か
ら
、
賞
状
を
も
ら
う
。　

⑵　

先
生
が
私
に
言
う
。　

⑶　

先
生
の
お
宅
に
行
く
。　

⑷　

お
客
様
が
私
た
ち
の
劇
を
見
る
。　

⑸　

お
客
様
が
食
事
を
食
べ
る
。　

三四
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