
◆
翻
見
文
を
■
く

接
続
露
の
活
用
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自
分
の
意
見
の
根

拠
と
な
る
事
例
を

示
す

自
分
と
は
違
っ
た

考
え
方
や
見
方
に

対
し
て
配
慮
す
る

〓

１

１

一

´
・
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●
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誤
宇
や
脱
字
が
な

い
か

文
や
段
落
相
互
の

関
係
が
適
切
に
理

解
で
き
る
か

構
成
を
考
え
る

高
め
る
う
え
で
効
果
的
で
あ
る
。

■
国
Ｈ
図
【　
　
…
…
自
分
の
考
え
方
と
は
違
っ
た
考
え
方
や
見
方
に
対
す
る
反
論
と
、

そ
の
根
拠
な
ど
を
述
べ
る
。

■
■
闘
四
ロ
ロ
■
…
…
以
上
を
ま
と
め
て
、
自
分
の
意
見
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、
問
題

提
起
の
文
で
述
べ
た
賛
否
を
た
だ
繰
り
返
す
だ
け
で
な
く
、
簡
単
　
５

に
自
分
の
論
を
要
約
し
て
結
論
を
述
べ
る
ほ
う
が
効
果
的
な
場
合

も

あ

る
。

こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る

「接
続
語
」
は

一
つ
の
目
安
な
の
で
、
課
題
な
ど
に
応
じ

て
自
分
な
り
に
工
夫
し
よ
う
。
大
切
な
こ
と
は
、
自
分
の
意
見
の
根
拠
と
な
る
事
例
を

示
す
こ
と
と
、
自
分
と
は
違
っ
た
考
え
方
や
見
方
に
対
し
て
配
慮
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
Ю

▼
文
章
化
と
推
敲

文
章
の
構
成
が
決
ま
っ
た
ら
、
論
理
の
筋
道
に
注
意
し
て
文
章
化
し
て
み
よ
う
。
特

に
、
接
続
語
を
工
夫
し
て
、
自
分
の
意
見
を
膨
ら
ま
せ
た
り
、
そ
れ
を
分
か
り
や
す
く

配
列
し
た
り
し
て
、
説
得
力
の
あ
る
意
見
文
を
書
い
て
み
よ
う
。

書
い
た
文
章
は
、
誤
字
や
脱
字
が
な
い
か
、
文
や
段
落
相
互
の
関
係
が
適
切
ｔ
理
解

で
き
る
か
な
ど
に
注
意
し
て
推
敲
し
よ
う
。
そ
し
て
文
章
が
で
き
あ
が
っ
た
ら
、
友
達

と
読
み
合
い
、
説
得
力
の
あ
る
文
章
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
批
評
し
合
お
う
。

【反
論
を
予
想
す
る
】

第
九
単
元

「討
綸
す
る
」
で
、
主
張
の
仕

方
を
考
え
る
時
は
、
相
手
の
反
綸
を
予
想
し

て
、
そ
の
答
え
を
考
え
る
こ
と
も
大
切
で
あ

る
こ
と
を
学
習
し
た

（Ｐ
９１
）
。
こ
れ
は
、

意
見
文
を
書
く
時
に
も
有
効
で
あ
る
。

自
分
の
意
見
に
説
得
力
を
持
た
せ
る
た
め
、

相
手
の
反
論
を
予
想
し
て
、
そ
の
反
論
に
対

す
る
反
論
を
考
え
て
書
く
よ
う
に
し
よ
う
。

∩
回
回図
Ｕ

接
続
語
の
使
い
方
を
工
夫
し
て
、
教
材
文
に

対
す
る
意
見
文
を
六
〇
〇
～
八
〇
０
字
程
度

の
分
量
で
仕
上
げ
る
。
で
き
あ
が
っ
た
意
見

文
は
グ
ル
ー
プ
で
回
覧
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
よ

い
と
こ
ろ
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
な
ど
を
批
評

し
合
う
。

▼

附
録
　
常
用
洟
宇
表

＾，
Ｐ
“
）

こ
で
は
接
続
語
を
効
果
的
に
活
用
し
て
考
え
を
膨
ら
ま
せ
、
論
理
の
流
れ
を
作
っ
て
意

見
文
を
完
成
さ
せ
る
方
法
を
紹
介
し
よ
う
。

厠
題
腫
胴
媚
昭
図
…
…
筆
者
の
意
見
に
対
す
る
贅
否
等
、
自
分
の
立
場
を
明
確
に
述
べ
る
。

そ
の
際
、
人
の
意
見
に
違
和
感
や
反
発
を
感
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、

そ
の
意
見
を

一
方
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
共
感
で
き
る
の
　
６

は
ど
の
よ
う
な
点
で
、
運
和
感
や
反
発
を
感
じ
る
の
は
ど
の
よ
う

な
点
か
な
ど
を
、
大
ま
か
に
述
べ
て
お
く
と
よ
い
。

目
困
日
　
　
　
…
…
賛
否
の
根
拠
と
な
る
事
例
な
ど
を
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、
根
拠
と

し
て
最
も
分
か
り
や
す
く
重
要
な
も
の
を
取
り
上
げ
る
と
よ
い
。

ま
た
筆
者
の
意
見
を
否
定
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
見
に
欠
け
　
‐ｏ

て
い
る
点
な
ど
を
指
摘
す
る
こ
と
も
必
要
で
あ
る
。

固
服
■
　
　
　
…
…
根
拠
と
な
る
事
例
を
付
け
足
し
た
り
、
別
の
角
度
か
ら
根
拠
と
な

る
事
例
を
紹
介
し
た
り
す
る
。
意
見
を
述
べ
る
に
は
、
根
拠
と
な

る
事
例
が
特
殊
だ
と
説
得
力
は
生
ま
れ
な
い
の
で
、
事
例
は
あ
る

程
度
多
い
ほ
う
が
よ
い
。
ま
た
既
に
挙
げ
た
事
例
と
は
質
の
や
や
　
“

異
な
っ
た
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
も
意
見
の
説
得
力
を
高
め
る
。

日
目
隕
日

　̈
　
…
…
自
分
の
考
え
方
と
は
違
っ
た
考
え
方
や
見
方
を
想
定
す
る
。
自
分

の
考
え
が
ひ
と
り
よ
が
り
で
は
な
く
、
い
ろ
い
ろ
な
角
度
か
ら
考

え
た
結
果
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
は
、
そ
の
意
見
の
説
得
力
を

よ

いつ



Φ
意
見
文
を
■
く

働
目
Ｕ
ｏ
意
見
文
を
書
こ
う

こ
の
単
元
で
は
、
文
章
を
読
ん
で
、
筆
者
の
主
張
に
対
す
る
意
見
を

書
く
技
術
に
つ
い
て
学
習
し
た
。
こ
こ
で
学
ん
だ
方
法
を
活
用
し
て
、

新
聞
の
投
書
を
読
ん
で
、
そ
の
投
書
に
対
す
る
意
見
を
文
章
に
ま
と
め

て
み
よ
う
。

次
の
手
順
に
従
っ
て
、
各
自
、
意
見
文
を
書
こ
う
。　
　
　
　
　
　
　
　
５

①
　
新
聞
の
投
書
欄
を
読
み
、
対
象
と
す
る
投
書
を

一
つ
選
ぶ
。

②
　
投
書
に
書
か
れ
て
い
る
意
見
に
対
し
て
、
自
分
は
ど
う
考
え
る
か

を
整
理
す
る
。

・
書
き
手
の
意
見
に
共
感
す
る
の
か
、違
和
感
や
反
発
を
感
じ
る
の
か
。

・
共
感
す
る
根
拠
や
違
和
感
を
感
じ
る
根
拠
を
、
自
分
の
体
験
や
知

Ю

識
の
中
か
ら
見
つ
け
る
。

・
違
和
感
を
感
し
て
も
、
そ
の
根
拠
と
な
る
も
の
が
自
分
の
体
験
や

知
識
の
中
に
見
い
だ
せ
な
い
時
は
、
論
の
展
開
の
仕
方
や
事
例
な

ど
に
無
理
が
な
い
か
を
考
え
て
み
る
。

③
　
文
章
の
構
成
を
考
え
、
接
続
語
を
効
果
的
に
使

っ
て
、
自
分
の
意

“

見
を
六
〇
〇
～
八
〇
〇
字
程
度
の
分
量
で
文
章
に
ま
と
め
る
。

・
反
論
を
予
想
し
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
も
盛
り
込
む
。

自
団
Ｕ
ｏ
意
見
発
表
会
を
開
こ
う

意
見
文
が
書
け
た
ら
、
み
ん
な
の
前
で
発
表
し
て
み
よ
う
。
意
見
文

を
書
く
時
に
は
、
反
論
を
予
想
し
た
が
、
実
際
に
、
友
違
は
ど
ん
な
疑

問
や
感
想
を
持

っ
た
だ
ろ
う
か
。

次
の
よ
う
な
手
順
で
、
ク
ラ
ス
の
意
見
発
表
会
を
開
こ
う
。

①
　
書
い
た
意
見
文
を
、
グ
ル
ー
プ
内
で
読
み
合
い
、
よ
い
と
こ
ろ
や
　
６

疑
間
点
、
感
想
な
ど
を
出
し
合
う
。

②
　
グ
ル
ー
プ
全
員
の
も
の
を
読
み
終
わ
っ
た
ら
、
次
の
条
件
に
照
ら

し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
意
見
文
が
よ
い
か
を
話
し
合
う
。

０
論
じ
て
い
る
事
柄
が
明
確
か
。

０
具
体
例
や
情
報
は
十
分
か
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ю

Ｏ
反
論
の
予
測
と
、
そ
れ
に
対
す
る
反
論
は
適
切
か
。

０
結
論
は
明
確
で
適
切
か
。

③
　
グ
ル
ー
プ
の
中
か
ら
代
表
を
選
ぶ
。

①
　
各
グ
ル
ー
プ
で
選
ば
れ
た
意
見
文
を
、
ク
ラ
ス
全
体
の
前
で
発
表

し
、
感
想
を
述
べ
合
う
。
発
表
の
際
に
は
、
選
ば
れ
た
理
由
も
説
明
　
“

す
る
。

106

●

ヽ

L_____________

「

~~~~~~~~‐ ~~~~~~~~‐ ~



◆
小
論
文
を
■
く

意
見
文
の

一
種
に

「小
論
文
」
が
あ
る
。
最
近
で
は
、
入
学
試
験
や
企
業
の
採
用
試
験
な
ど
に
課
さ
れ
る
こ
と
が

多
い
。
「小
論
文
」
は
、
通
常
そ
の
場
で
薔
く
。
薔
く
時
に
改
め
て
調
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
時
点
で

の
常
識
と
教
養
で
書
き
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
時
点
で
の
自
分
の
教
養
や
思
考

力
、
個
性
の
み
な
ら
ず
、
小
論
文
か
ら
読
み
取
れ
る
潜
在
的
な
力
量
や
可
能
性
で
あ
る
。

あ
ｖ
　
「小
論
文
」
の
種
類
に
は
、
大
き
く
三
つ
あ
る
。
テ
ー
マ
を
単
語
や
短
文
な
ど
の
か
た
ち
で
与
え
ら
れ
、
そ
の
テ
ー
　
△，

マ
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
書
く

「テ
ー
マ
型
」
、
課
題
の
文
章
を
読
み
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
事
実
や
意
見

に
対
し
て
自
分
の
考
え
を
書
く

「課
題
文
型
」
、
そ
し
て
、
統
計
的
な
資
料
を
表
や
グ
ラ
フ
の
か
た
ち
で
示
さ
れ
ヽ

そ
の
デ
ー
タ
を
分
析
し
て
自
分
の
考
え
を
書
く

「資
料
読
解
型
」
で
あ
る
。

こ
の
単
元
で
は
、
次
の
教
材
文
を
課
題
と
し
て
、
「課
題
文
型
の
小
論
文
を
書
く
方
法
」
に
つ
い
て
学
ぶ
。中

村
雄
二
郎

な

か

む

ら

ゆ

う

し

ろ
う

109

た
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
け
て
も
、
最
近
私
が
事
あ
る
ご
と
に
思
い
起

こ
す
の
は
、ず
っ
と
昔
か
ら
能
の
世
界
を
中
心
に
し
て
言
わ
れ
て
い
る
「時

分
の
花
」
と
い
う
た
い
へ
ん
興
味
深
い
捉
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
能

（〉ぜ
　ヽ
　̈み
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
）^ふらｉ
●　か

楽
の
大
成
者
と
し
て
知
ら
れ
る
世
阿
弥
が
、
そ
の
能
芸
指
南
書

『風
姿
花

伝
」
に
お
い
て
述
べ
た

「時
分
の
花
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
「ま
こ
と
の
花
」

５

と
は
っ
き
り
区
別
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。

世
阿
弥
は
こ
の
書
の
初
め
の
ほ
う
の

「齢
・十
二
三
よ
り
」
の
と
こ
ろ
で
、

次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

こ
の
年
ご
ろ
か
ら
は

（謡
も
）
よ
う
や
く
音
階
に
正
し
く
合
う
よ
う

に
な
り
、
能

（の
演
技
）
に
つ
い
て
も
分
別
も
で
き
て
く
る
こ
ろ
な
の
　
ｌｏ

で
、
順
序
正
し
く
物
ま
ね
の
数
々
を
教
え
る
が
い
い
。
そ
れ
に
、
垂
れ

髪
の
稚
児
姿
な
の
で
、
何
を
し
て
も
美
し
い
し
、
声
も
よ
く
引
き
立
つ
。

だ
か
ら
、
悪
い
点
は
隠
れ
て
、
よ
い
点
だ
け
が
い
っ
そ
う
引
き
立
つ
だ

ろ
う
。　
一
般
的
に
言
っ
て
、
子
ど
も
の
演
能
に
は
あ
ま
り
細
か
い
物
ま

ね
な
ど
は
さ
せ
な
い
ほ
う
が
い
い
。
そ
ん
な
こ
と
を
さ
せ
れ
ば
、
当
座
一　
●

の
舞
台
に
も
し
っ
く
り
し
な
い
し
、
将
来
も
上
達
し
な
い
だ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
（本
人
が
）
す
で
に
上
手
に
な
っ
て
い
れ
ば
、
何
を
し
て

も
よ
ろ
し
い
。
つ
ま
り
、
美
し
い
稚
児
姿
で
声
も
引
き
立
ち
、
そ
の
う

え
、
演
技
が
優
れ
て
い
れ
ば
、
ど
う
し
て
悪
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。

と
。
し
か
し
、
彼
は
、
続
け
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。　
　
　
　
　
　
　
●

そ
う
は
言
っ
て
も
、
こ
の
花
は

「ま
こ
と
の
花
」
で
は
な
く
て
、
た

だ
単
に

「時
分
の
花
」
つ
ま
り
肉
体
的
な
好
条
件
な
ど
で

一
時
的
に
発

現
す
る
魅
力
で
し
か
な
い
、
云
々
。

こ
こ
に
世
阿
弥
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
十
二
、
三
歳
と
い

う
年
齢
と
い
い
、
姿
や
声
の
若
さ
の
美
し
さ
と
い
い
、
売
り
出
し
た
頃
の

現
代
の
ア
イ
ド
ル
た
ち
、
若
手
タ
レ
ン
ト
た
ち
に
ぴ
っ
た
り
し
た
指
摘
で
　
５

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
は
、
世
阿
弥
の
言
う

「ま
こ
と
の
花
」
と
は
、

「時
分
の
花
」
と
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
世
阿
弥

は
、
前
述
の

『風
姿
花
伝
」
の
終
わ
り
近
く
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る

。

時
分
の
花
が
含
む
声
の
美
し
き
、
姿
の
美
し
き
な
ど
は
、
人
の
目
を
　
Ю

引
く
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
、
肉
体
的
な
条
件
を
基
盤
と
す
る

演
技
で
あ
ぅ

て
、
自
然
の
中
で
花
が
咲
く
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
や
が
て
散
る
時
も
あ
り
、
長
続
き
が
し
な
い
。
ひ
と
り

「ま

こ
と
の
花
」
だ
け
は
、
咲
く
の
も
散
る
の
も
思
い
の
ま
ま
に
な
る

（自

然
を
超
え
た
真
の
芸
に
な
る
）
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
１６

時
分
の
花
と
非
成
熟
社
会

①
自
馬
村
　
長
野
県
瓶
安．
駆
郡
自
馬
村
。
「長
野
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
」
で
、
ス
キ
ー
の
滑

降
、
ジ
ャ
ン
プ
、
ク
ロ
ス
カ
ン
ト
リ
ー
な
ど
の
競
技
の
会
場
と
な
っ
た
。

②
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
　
「冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
　
長
野
大
会
」
の
こ
と
。

①
世
阿
弥
　
〔
一
三
六
三
？
～

一
四
四
二
？
〕

室
町
時
代
前
期
の
能
役
著
、
能
作
者
。

本
名
は
元
清
．

①

『風
姿
花
伝
」

泄
瓢
一一師
の
代
表
的
な
著
作
．　
一
四

一
八
年
頃
ま
で
に
ま

，
と
め
ら
れ

た
と
さ
れ
る
。
「花
伝
書
」
と
も
よ
ば
れ
る
。
全
体
は
七
編
か
ら
な
り
、
「花
」
は

そ
の
中
心
的
な
理
念
。

　̈
●
時
分
の
花
と
非
成
熟
社
会

∩
）は
く
ば

一
九
九
八
年

（平
成

一
〇
年
）
の
二
月
に
、
自
馬
村
な
ど
長
野
県
の
各

２

地
で
行
わ
れ
た
だ
季ヽ
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
は
、
十
代
の
高
校
生
を
含
ん
だ
日

本
の
若
い
選
手
た
ち
が
ス
キ
ー
、
ス
ケ
ー
ト
な
ど
の
競
技
の
分
野
で
予
想
・

以
上
の
成
績
を
あ
げ
た
。
そ
の
目
覚
ま
し
い
活
躍
は
ヽ
こ
の
と
こ
ろ
経
済

や
政
治
そ
し
て
社
会
の
暗
い
話
題
ば
か
り
が
続
き
、
す
っ
か
り
憂
鬱
に
　
５

な
っ
て
い
た
我
々
日
本
人
に
、
久
々
に
明
る
い
話
題
を
提
供
し
て
く
れ

た
。
ス
ポ
ー
ツ
だ
け
に
限
ら
ず
、
学
問
や
芸
術
の
分
野
に
お
い
て
も
、
更

に
は
芸
能
の
分
野
で
も
、
若
い
才
能
や
人
材
が
の
び
の
び
と
育
っ
て
い
く

の
は
、
国
の
た
め
に
も
人
類
の
た
め
に
も
、
文
旬
な
し
に
い
い
こ
と
で
あ

る

。し
か
し
、
そ
の
前
年
の
大
晦
日
恒
例
の
歌
番
組
を
見
て
い
て
多
く
の
人

が
痛
感
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
今
の
日
本
は
あ
ま
り
に
も
若
者
文
化
　
６

に
迎
合
し
て
い
る
、
と
。
テ
レ
ビ
の
タ
レ
ン
ト
や
歌
手
と
し
て
、
若
者
た

ち
が
こ
ん
な
に
ち
や
は
や
さ
れ
た
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
に
果
た
し
て
あ
っ |  | 108



◆
小
綺
文
を

，
く

，
」
．断

っ
て
お
く
が
、
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
な
に
も
私
は
、

若
手
タ
レ
ン
ト
の
特
定
の
誰
か
を
槍
玉
に
挙
げ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
。
私
の
言
い
た
い
の
は
、
日
本
の
社
会
全
体
が
あ
ま
り
に
も
若
者

文
化

一
辺
倒
に
な
っ
て
い
は
し
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
に
　
５

は
、
豊
か
な
自
然
環
境
と
風
土
に
恵
ま
れ
た
日
本
人
が
、
歴
史
的
に
も
、

新
鮮
な
る
も
の
、
旬
の
も
の
を
偏
愛
し
て
き
た
、
と
い
う
事
情
も
あ
る
に

は
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
我
が
国
で
は
、
学
問
や
芸
術
を
含
む
き
ま
ざ

ま
の
領
域
で
、
若
い
時
に

一
時
目
覚
ま
し
い
才
能
を
示
し
た
人
た
ち
が
、

そ
の
才
能
を
十
分
に
伸
ば
し
成
熟
さ
せ
る
こ
と
な
く
終
わ
っ
て
し
ま
う
場
　
０

合
が
、
あ
ま
り
に
も
多
い
．

社
会
的
に
も
、
文
化
的
に
も
、
日
本
人
は
ど
う
し
て
、
成
熟
す
る
こ
と

が
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
に
は
、
い
く
つ
か
の
理
由
が
考
え
ら

れ
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
基
本
的
に
言
っ
て
、
明
治
以
後
の
近
代
化
お
よ
び

第
二
次
世
界
大
戦
以
後
の
復
興

・
成
長
コ
ー
ス
に
お
い
て
、
何
よ
り
も
産
　
”

業
と
経
済
の
振
興
を
優
先
さ
せ
、
徹
底
し
た
能
率
主
義
を
と
っ
た
と
い
う

こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
が
、
と
り
わ
け
大
き
な
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

経
済
成
長
が
最
大
の
目
標
に
な
っ
て
い
る
限
り
、
そ
の
よ
り
高
い
量
的
な

目
標
の
達
成
が
何
よ
り
も
優
先
す
る
絶
対
的
な
価
値
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
は
、
日
常
生
活
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
余
分
な
要
素
は
切
り
捨
て
　

，

⊃

ら
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
価
値
の
単

一
化
と
能
率
主
義
と

つ

が
最
も
典
型
的
に
表
れ
て
い
る
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「ギ
歴
偏
重
主
義
お
よ

び
偏
差
値
の
絶
対
視
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
に
伴
っ
て
起
こ
っ
て
い
る
大

学
以
下
の
受
験
戦
争
で
あ
る
。

Э

近
年
の
日
本
に
お
い
て
、
高
校
生
の
大
学

へ
の
進
学
率
は
―
文
部
省
の

調
査
に
よ
る
と
、　
一
九
八
九
年

（平
成
元
年
）
に
、
男
子
三
五

・
八
パ
１
　
５

セ
ン
ト
、
女
子
三
六

・
八
パ
ー
セ
ン
ト
と
い
う
比
率
に
な
っ
て
世
界
中
を

不
思
議
が
ら
せ
た
が
、
そ
れ
以
後
、
更
に
上
昇
を
続
け
、　
一
九
九
七
年
に

は
実
に
、
男
子
四
五

・
八
パ
ー
セ
ン
ト
、
女
子
四
八

・
九
パ
ー
セ
ン
ト
に

ま
で
連
し
て
い
る
。
私
も
、
こ
の
す
き
ま
じ
い
数
字
を
知
っ
て
驚
き
、
改

め
て
そ
の
過
熱
ぶ
り
に
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
大
学
進
学
率
が
　
ｏ

五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
弱
、
つ
ま
り
、
ほ
と
ん
ど
二
人
に

一
人
が
大
学
卒
と
い

う
こ
と
に
な
れ
ば
、
人
は
大
学
を
卒
業
し
た
だ
け
で
は
と
う
て
い
エ
リ
ー

ト
に
は
な
り
得
な
い
。
当
然
そ
こ
に
序
列
化
が
生
ま
れ
、
自
分
が
進
学
を

希
望
す
る
大
学
、
誇
り
を
持
て
る
大
学
、
高
度
の
知
的
訓
練
を
受
け
う
る

大
学
に
行
け
る
者
た
ち
は
、
高
校
生
中
で
は
ん
の

一
握
り
の
者
た
ち
だ
け
　
ヽ

に
な
ら

て
し
ま
う
。

あ
る
い
は
人
は
、
そ
ん
な
こ
と
は
誰
も
承
知
の
う
え
で
あ
り
、
現
在
で

は
、
大
多
数
の
大
学
と
は
半
ば
遊
び
に
行
く
と
こ
ろ
、
み
ん
な
が
行
く
か

ら
行
く
と
こ
ろ
だ
と
割
り
切

っ
て
い
る
、
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、

そ
れ
だ
け
大
学
が
民
主
化
さ
れ
、
大
学
の
間
が
広
く
な
っ
た
の
だ
か
ら
い
　
”

い
で
は
な
い
か
、
と
も
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
見
落 110111

と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
よ
う
に
大
学
が
大
衆
化
さ
れ
る
時
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
価
値
の
多
元
化
が
進
む
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
、
偏
差

値
と
能
率
主
義
と
い
う
価
値
の
単

一
化
が
進
む
こ
と
、
つ
ま
り
、
い
っ
そ

う
成
熟
社
会
が
生
ま
れ
に
く
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
各
人
が
能

率
主
義
的
に
同
じ
単

一
価
値
を
追
求
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
ど
う
し
て
生
　
５

活
と
文
化
の
厚
み
を
持
っ
た
成
熟
社
会
が
あ
り
う
る
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
成
熟
社
会
と
は
、
そ
の
成
員
た
ち
が
多
元
的
な
価

値
観
の
も
と
に
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
通
し
て
、
各
人
の
生
き
甲
斐
を
発
見

し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
道
を
歩
ん
で
行
く
と
こ
ろ
に
こ
そ
成
り
立
つ
か

ら
で
あ
る
。
最
初
か
ら
た
だ
単

一
の
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
、
し
か
も
そ
の
　
Ю

追
求
が
能
率
主
義
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
な
ら
ば
、
人
は
年
を
取
り
、
高
齢

に
な
る
に
つ
れ
て
、
二
つ
の
意
味
で
、
何
も
す
る
こ
と
が
な
く
な
っ
て
し

ま

う

。一
つ
に
は
、
後
か
ら
来
る
若
い
精
鋭
に
よ
っ
て
た
ち
ま
ち
そ
の
役
が

取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
も
う

一
つ
に
は
、
人
生
を
通
　
ヽ

し
て
次
々
に
獲
得
さ
れ
る
べ
き
新
し
い
発
見
や
経
験
の
積
み
重
ね
が
得
ら

れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
あ
げ
く
、
多
く
の
人
々
は
、
も
っ
ぱ
ら
金
銭

欲
や
権
力
欲
の
亡
者
に
な
り
、
あ
ら
れ
も
な
く
欲
望
を
発
揮
す
る
だ
け
に

な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
書
い
て
み
て
、
気
が
つ
い
た
の
だ
が
、
残

念
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
振
る
舞
い
は
な
ん
と
、
今
日
の
日
本
の
社
会
を
　
∞

堕
落
さ
せ
、
荒
廃
さ
せ
た
多
く
の
立
身
出
世
組
の
姿
に
似
て
い
る
こ
と
だ

時
分
の
花
と
非
威
熟
社
会

ろ
う
か
．

私
は
な
に
も
鬱
憤
ば
ら
し
の
た
め
に
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
日
本
の
産
業
化
と
経
済
成
長
を
推
し
進
め

た
価
値
の
単

一
化
と
能
率
主
義
が
、
こ
の
よ
う
な
問
題
に
つ
な
が
る
こ
と

０

に
世
の
人
々
の
注
意
を
喚
起
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。
あ
の
パ
ブ
ル
時
　
５

代
の
最
中
に
私
は
、
さ
る
ド
イ
ツ
の
企
業
人
の
言
葉
と
し
て
次
の
よ
う
な

話
を
聞
い
て
ひ
ど
く
考
え
さ
せ
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
「な
ぜ
、
あ
な
た

が
た
日
本
人
は
楽
し
み
を
明
日
に
取
っ
て
お
か
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ゆ
っ

く
り
と
成
長
を
楽
し
ま
な
い
の
だ
ろ
う
か
」
と
。

い
た
ず
ら
に
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
に
駆
け
出
す
の
で
は
な
く
、
し
ば
し
　
０

立
ち
止
ま
っ
て
そ
の
成
長
を
減
速
さ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
で

一
見
無
駄
と

思
わ
れ
る
こ
と
を
抱
え
込
み
つ
つ
、
日
々
の
生
活
を
真
に
豊
か
に
す
る
道

も
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
真
の
贅
沢
を
享
受
す
る
道
を
何
が
阻
ん
だ
の
か

を
考
え
て
お
き
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

最
初
に
述
べ
た
長
野
オ
リ
ン
ピ
ツ
ク
に
お
け
る
若
い
選
手
た
ち
の
活
躍
　
“

①
価
値
の
単

一
化
　
あ
る
社
会
に
お
い
て
、
特
定
の
価
値
の
み
が
重
視
さ
れ
る
こ
と
。

②
学
匠
偏
菫
主
義
　
ど
の
段
階
の
学
校
ま
で
行
っ
た
が
、
ど
の
学
校
を
出
た
か
と
い

う
こ
と
だ
け
で
、
人
の
価
値
を
決
め
る
よ
う
な
考
え
方
。

③
文
部
省
　
現
在
の
文
部
科
学
省
．

④
バ
ブ
ル
時
代
　
一
九
八
〇
年
代
中
頃
、
■
地
や
株
価
の
高
腱
を
背
景
に
日
本
経
済

が
空
前
の
好
況
に
あ
っ
た
時
代
の
こ
と
．
土
地
価
格
の
暴
臓
の
み
を
支
え
と
し
た

実
体
の
な
い
経
済
が
、
泡

（パ
ブ
ル
）
に
た
と
え
ら
れ
た
。



◆
小
論
文
を
■
く

は
確
か
に
壮
挙
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
競
技
に
お
け
る
単

一
価
値
と
能
率
主

義
の
場
合
に
は
、
そ
の
目
標
達
成
の
た
め
に
ど
う
し
て
も
、
自
分
と
の
厳

し
い
闘
い
が
強
い
ら
れ
る
。
だ
か
ら
そ
こ
で
の
単

一
価
値
に
は
、
お
の
ず

と
複
雑
な
側
面
が
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
り
、
能
率
主
義
も
厳
し
い
自
己
鍛

錬
の
場
に
な
る
。
運
動
競
技
の
場
合
に
は
、
そ
う
い
う
違
い
が
あ
る
こ
と

も
見
落
と
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

東
京
都
に
生
ま
れ
た
。
哲
学
者
。
主
な
著
書
に
、
「現
代
信
念
輪
』
『臨
床
の
知
と
は
何
か
』

『術
語
集
』
‥

・
ｕ
、
「悪
の
哲
学
ノ
ー
ト
』
な
ど
が
あ
る
。
本
文
は

「
正
念
場
」
（
一
九

九
九
年
刊
）
に
よ
る
。

由
‐対
こ
に
二

“
即
　
　
¨
一
九

二
五
年

（
大
正
１４
）
―

‐

112113

ｏ
小
論
文
を
書
く
技
術
を
学
ぼ
う

_____二 _

大
き
な
テ
ー
マ
に

つ
い
て
考
え
る
／

広
い
視
野
に
立
っ

て
論
じ
る

一考
え
方
」
を
考
え
る

▼
広
い
視
野
に
立
つ
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
小
論
文

前
ペ
ー
ジ
ま
で
の
教
材
文
を
課
題
と
し
て
与
え
ら
れ
、
そ
れ
に
つ
い
て
小
論
文
を
書

く
よ
う
求
め
ら
れ
た
場
合
に
は
、
ど
の
よ
う
に
し
た
ら
よ
い
だ
ろ
う
か
。

小
論
文
を
書
く
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
意
見
文
を
書
く
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
　
６

し
、
小
論
文
で
は
、
一
般
的
に
大
き
な
テ
ー
マ
に
つ
い
て
考
え
た
り
、
広
い
視
野
に
立
っ

て
論
じ
た
り
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
の
で
、
日
常
的
な
体
験
だ
け
を
も
と
に
し
た
の

で
は
、
意
見
を
述
べ
る
こ
と
が
難
し
い
場
合
も
あ
る
。

教
材
文
で
は
、
「価
値
の
単

一
化
」
と

「能
率
主
義
」
、
「成
熟
社
会
」
な
ど
現
代
日

本
の
抱
え
る
大
き
な
問
題
が
扱
わ
れ
て
お
り
、
社
会
や
文
化
に
関
す
る
広
い
知
識
を
　
ｌｏ

持

っ
て
い
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
だ
が
、
次
の
よ
う
な
観
点
を
参
考
に
文
章
を
批
判
的

に
検
討
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

▼
文
章
を
批
判
的
に
検
討
す
る
た
め
の
観
点

○
筆
者
の
現
状
認
識
を
検
討
す
る
。
ど
の
よ
う
な
意
見
も
、
あ
る
現
状
認
識
の
う
え
に

立
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
そ
の
現
状
認
識
が
妥
当
か
ど
う
か
は
、
そ
の
　
“

意
見
を
理
解
す
る
た
め
に
も
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
否
定
す
る
た
め
に
も
、
前
提
と
な
る

重
要
な
観
点
と
い
え
る
。
例
え
ば
教
材
文
で
は
、
筆
者
は
今
の

「日
本
の
社
会
全
体
が

あ
ま
り
に
も
若
者
文
化

一
辺
倒
に
な
っ
て
い
は
し
な
い
か
」
（Ｐ

‐１０
）
と
憂
え
て
い
る

▼

附
録
　
小
論
文
を
書
く
手
順
（，
後
見
返
し
）

∩
回馴
回図
Ｕ

教
材
文
に
つ
い
て
、
意
見
文
の
学
習
て
学
ん

だ
こ
と
を
踏
ま
え
て
筆
者
の
意
見
を
把
握
し
、

そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
書
き
出
す
。

∩
□圃
四回
［Ｕ

本
文
を
参
考
に
し
て
、
次
の
手
順
で
教
材
文

の
検
討
を
し
、
自
分
の
考
え
を
深
め
る
。

①
　
筆
者
の
現
状
認
識
を
検
討
す
る
。

②
　
主
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
検
討
す

る

。

③
　
引
用
さ
れ
て
い
る
言
葉
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

④
　
筆
者
の
理
想

（主
張
）
に
つ
い
て
検

討
す
る
。

▼

練
習
　
マ
ッ
プ
法
を
使
っ
て
考
え
て
み
よ
う

（ｏ
Ｐ
“
）

▼
．附
録
　
マ
ッ
プ
法
を
使
う

（↓
Ｐ

‐３３
）



◆
小
論
文
を
■
く

限
ら
れ
た
事
例
か

ら
現
状
を
特
徴
付

け
て
い
な
い
か

自
分
は
ど
う
思
う

わキ
ー
ヮ
ー
ド
の
検

討
は
．
筆
者
の
主

張
の
妥
当
性
に
追

る

が
、
そ
れ
が
本
当
か
ど
う
か
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
筆
者
は
限
ら
れ
た
事
例
か
ら

現
状
を
特
徴
付
け
て
い
な
い
か
。
若
者
で
あ
る
自
分
は
そ
う
い
う
認
識
を
ど
う
思
う
か
。

ま
た

「若
者
文
化
」
の
対
概
念
と
し
て

「老
人
文
化
」
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ

は
ど
う
い
う
も
の
か
。
今
の
日
本
に
そ
れ
は
本
当
に
な
い
の
か
。
な
い
と
す
れ
ば
、
そ

れ
は
ど
う
し
て
か
。
も
ち
ろ
ん
、
筆
者
の
現
状
認
識
に
共
感
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
筆
者
　
５

の
挙
げ
た
事
例
以
外
に
ど
ん
な
裏
付
け
の
事
例
が
あ
る
か
を
考
え
る
。

○
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
に
は
筆
者
の
考
え
方
が
集
約
的
に

表
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
キ
ー
ワ
ー
ド
の
語
義
や
使
わ
れ
方
な
ど
を
検
討
す
る
こ
と

は
、
筆
者
の
主
張
の
妥
当
性
に
追
る
重
要
な
観
点
で
あ
る
。
教
材
文
で
い
え
ば
、
キ
ー

ワ
ー
ド
は

「価
値
の
単

一
化
」
や

「能
率
主
義
」
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
そ
れ
ら
の
語

ｏ

義
を
よ
く
考
え
、
そ
れ
ら
が
本
当
に
従
来
の
日
本
の
社
会
や
文
化
に
当
て
は
ま
る
の
か
、

検
討
し
て
み
る
。
も
し
当
て
は
ま
る
と
思
う
な
ら
、
日
本
で
は
ど
う
し
て
そ
う
い
う
価

値
観
が
根
強
い
の
か
、
そ
れ
ら
に
利
点
は
な
か
っ
た
の
か
、
な
ど
と
考
え
て
み
る
。

○
引
用
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
検
討
す
る
。
評
論
な
ど
で
は
、
し
ば
し
ば
権
威
の
あ
る
人

物
の
言
葉
な
ど
が
引
用
さ
れ
、
そ
れ
が
筆
者
の
主
張
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
さ
れ
た
り
、
論
　
ヽ

の
説
得
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
り
す
る
。
こ
れ
は
書
き
手
か
ら
す
れ

ば
と
て
も
効
果
的
な
手
法
と
い
え
る
が
、
も
と
も
と
文
脈
の
異
な
る
中
で
述
べ
ら
れ
た

言
葉
で
あ
る
た
め
、
筆
者
の
主
張
と
は
合
致
し
な
い
場
合
も
あ
り
う
る
。
そ
こ
で
引
用

さ
れ
て
い
る
言
葉
に
つ
い
て
、
そ
の
使
わ
れ
方
が
適
切
で
あ
る
か
ど
う
か
検
討
し
て
み

114115

引
用
さ
れ
て
い
る

言
葉
を
筆
者
の
主

張
に
関
係
付
け
る

こ
と
は
妥
当
か

筆
者
の
理
想
は
真

に
理
想
と
い
え
る

の
か

筆
者
の
理
想
は
実

現
可
能
な
の
か

一考
え
方
」
を
考
え
る

る
必
要
が
生
じ
る
。
教
材
文
で
引
用
さ
れ
て
い
る
の
は
世
阿
弥
の

「風
姿
花
伝
」
の

一

節
で
あ
る
。
こ
れ
は

一
種
の
芸
術
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
を

「現
代
の
ア
イ
ド
ル
」
や

「成

熟
社
会
」
と
い
う
社
会
の
在
り
方
に
関
係
付
け
る
こ
と
は
妥
当
か
ど
う
か
検
討
し
て
み

る
。
ま
た
、
教
材
文
の
主
張
に
関
わ
る
考
え
方
が
今
ま
で
に
読
ん
だ
本
な
ど
に
な
か
っ

た
か
思
い
出
し
、
関
連
付
け
て
み
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
５

０
筆
者
の
理
想
を
検
討
す
る
。
筆
者
が
あ
る
意
見
を
述
べ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
現
状
認

識
の
う
え
に
立
っ
た
、
あ
る
理
想
的
な
状
況
が
思
い
描
か
れ
て
い
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
が
真
に
理
想
的
な
状
況
か
ど
う
か
、
ま
た
そ
れ
が
実
現
可
能
か
ど
う

か
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
筆
者
の
主
張
の
妥
当
性
を
考
え
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
観
点

と
い
え
よ
う
。
こ
の
文
章
の
筆
者
は

「
一
見
無
駄
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
抱
え
込
み
つ
つ
、
Ю

日
々
の
生
活
を
真
に
豊
か
に
す
る
道
」
（Ｐ
Ш
）
を
理
想
的
な
社
会
の
在
り
方
と
し
、

そ
れ
を

「成
熟
社
会
」
と
よ
ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
社
会
を
自
分
は
ど
う
思
う
か
。
よ

い
と
考
え
る
な
ら
、
そ
の
よ
さ
を
別
の
角
度
か
ら
論
じ
、
そ
う
で
な
い
な
ら
、
そ
の
根

拠
と
、
自
分
が
よ
い
と
思
う
社
会
の
在
り
方
な
ど
を
論
じ
る
。

以
上
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
た
文
章
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
批
判
す
る
こ
と
が
目
的
で
　
ヽ

は
な
く
、
そ
う
す
る
こ
と
で
自
分
の
考
え
を
広
げ
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
が
目
的
で

あ
る
。
与
え
ら
れ
た
文
章
に
つ
い
て
、
疑
問
点
や
そ
れ
に
対
す
る
考
え
が
浮
か
ん
で
き

た
ら
、
そ
れ
ら
を
メ
モ
し
て
お
こ
う
。
メ
モ
が
た
ま
っ
て
き
た
ら
、
そ
れ
ら
を
分
類
す

る
な
ど
し
て
整
理
し
、
接
続
語
を
活
用
し
て
文
章
化
し
て
み
よ
う
。

∩
園

回
口ｕ

教
材
文
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
、
八
〇
〇

～

一
二
〇
０
字
程
度
の
小
論
文
に
ま
と
め
る
。

▼
ｉ
阿
録
　
常
用
漢
字
表

（↓
Ｐ
“
）



〈)
小
論
文
を
■
く

自

Ｕ

〓
小
論
文
を
書
こ
う

¨
　

こ
こ
で
学
習
し
た
方
法
で
、
一
〇
八
～

一
一
二
ベ
ー
ジ
の
教
材
文
「時

¨
分
の
花
と
非
成
熟
社
会
」
を
課
題
と
し
て
小
論
文
を
書
こ
う
。

次
の
手
順
に
従
っ
て
、
各
自
、
小
論
文
を
書
こ
う
。

①
　
教
材
文

「時
分
の
花
と
非
成
熟
社
会
」
を
読
み
、
筆
者
の
意
見
を

把
握
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
自
分
の
考
え
を
書
き
出
す
。　
　
　
　
　
５

②
　
次
の
手
順
で
教
材
文
に
つ
い
て
具
体
的
に
検
討
し
、
自
分
の
考
え

を
深
め
る
。

０
筆
者
の
現
状
認
識
を
検
討
す
る
。

０
主
な
キ
ー
ワ
ー
ド
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

０
引
用
さ
れ
て
い
る
言
葉
に
つ
い
て
検
討
す
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
つ

０
筆
者
の
理
想

（主
張
）
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

③
　
検
討
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
自
分
の
考
え
を
ま
と
め
る
。

①
　
「序
論

・
本
論

・
結
論
」
の
か
た
ち
で
、
八
〇
〇
～

一
二
〇
０
字

程
度
の
小
論
文
に
ま
と
め
る
。

※
自
分
の
考
え
を
書
き
出
す
時
や
、
考
え
を
整
理
し
た
り
ま
と
め
た
り

ヽ

す
る
時
は
、　
マ
ッ
プ
法
を
活
用
す
る
と
よ
い
。

▼

練
習

●
マ
ッ
プ
法
を
使
っ
て
考
え
て
み
よ
う

マ
ッ
プ
法
と
は
、
自
分
の
考
え
を
文
章
に
ま
と
め
る
際
に
、
メ
モ
を
作

り
な
が
ら
考
え
を
整
理
し
て
い
く
方
法
で
あ
る
。
言
葉
を
書
き
出
し
た
メ

モ
が
地
図

（
マ
ッ
プ
）
に
似
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
う
よ
ば
れ
て
い
る
。

附
録

一
三
二
ベ
ー
ジ

「
マ
ッ
プ
法
を
使
う
」
に
示
さ
れ
て
い
る
図
を
見

な
が
ら
、
次
の
手
順
で
、　
マ
ッ
プ
法
の
使
い
方
を
練
習
し
て
み
よ
う
。

▼

附
録
　
マ
ッ
プ
漱
を
使
う

（，
Ｐ
‐３３
）

①
　
課
題
と
す
べ
き
キ
ー
ワ
ー
ド
を

一
つ
決
め
る
。

②
　
Ａ
４
程
度
の
紙
の
真
ん
中
に
キ
ー
ワ
ー
ド
を
書
き
、
丸
で
囲
む
。

③
　
そ
の
丸
か
ら
放
射
状
に
六
本
の
線
を
引
き
、次
の
六
項
目
を
当
て
る
。

ａ
　
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
対
比
さ
れ
る
物
事
は
何
か
。

ｂ
　
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
類
似
し
て
い
る
物
事
は
何
か
。

ｏ
　
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
の
定
義

・
起
源
は
何
か
。

ｄ
　
そ
の
キ
ー
ヮ
ー
ド
の
影
響

・
経
過
は
何
か
。

ｅ
　
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
関
わ
る
体
験
は
何
か
。

ｆ
　
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
関
わ
る
別
の
情
報
は
な
い
か
。

①
　
こ
の
六
項
目
に
該
当
す
る
こ
と
、
感
想
や
意
見
、
連
想
す
る
こ
と

な
ど
を
書
い
て
い
く
。

⑤
　
①
の
作
業
を
繰
り
返
し
、
そ
れ
に
同
感
し
た
り
反
論
し
た
り
し
な

が
ら
自
分
の
主
張
を
作
っ
て
い
く
。
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