
https://www.nihongokentei.jp

問
１
●
解
答

一
　…
　2
　
　
二
　…
　1

問
３
●
解
答

一
　…
　3
　
　
二
　…
　3

問
５
●
解
答

一
　…
　輸
　
　
二
　…
　技

問
６
●
解
答

一
　…
　2
　
　
二
　…
　1
　

問
４
●
解
答

一
　…
　2
　
　
二
　…
　1

問
２
●
解
答

一
　…
　○
　
　
二
　…
　╳

一
　
お
ば
あ
さ
ん
が
「
座
る
」
と
い
う
こ
と
を
、「
お

〜
に
な
る
」
と
い
う
尊そ

ん

敬け
い

語
を
使
っ
て
言
っ
て
い
る
、

2
の
「
お
座
り
に
な
っ
て
」
が
適
切
で
す
。
1
は
、「
お

〜
す
る
」
と
い
う
謙け

ん

譲じ
ょ
う

語
を
使
っ
て
い
る
の
で
不
適

切
で
す
。
3
の
「
お
座
り
に
な
ら
れ
て
」
は
、「
お

座
り
に
な
る
」
に
尊
敬
語
「
れ
る
」
を
付
け
た
形
で
、

必
要
以
上
に
敬
語
を
使
っ
た
不
適
切
な
言
い
方
で
す
。

二
　
保
護
者
会
に
「
出
席
す
る
」
の
は
、
自
分
の
身
内

で
あ
る
父
で
す
か
ら
、
1
の
よ
う
に
、
尊
敬
語
を
使

わ
ず
に
言
う
の
が
適
切
で
す
。
2
は
、「
ご
〜
に
な
る
」

と
い
う
尊
敬
語
を
使
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
身
内
で

あ
る
父
を
、「
お
父
さ
ん
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
不
適

切
で
す
。
3
も
、「
れ
る
」
と
い
う
尊
敬
語
を
使
っ
て

い
て
不
適
切
で
す
。

一
　「
辞
職
」
は
、
そ
れ
ま
で
勤つ

と

め
て
い
た
仕
事
を
自
分

か
ら
進
ん
で
や
め
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で

就つ

い
て
い
た
職
務
を
自
分
の
意
志
で
や
め
る
こ
と
を

い
う
、3
「
辞
任
」
が
似
た
意
味
を
表
し
ま
す
。
1
「
辞

表
」
は
、
辞
職
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
役
所

や
会
社
の
人
に
提
出
す
る
書
類
の
こ
と
。
2
「
辞
退
」

は
、
任
命
さ
れ
た
役
割
、
勧か

ん

誘ゆ
う

な
ど
を
自
分
の
意
志

で
断
る
こ
と
で
す
。

二
　「
結
果
」
は
、
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

た
状
態
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
そ
の
状
態
を
引
き
起

こ
す
も
と
と
な
っ
た
も
の
の
こ
と
を
い
う
、3
「
原
因
」

が
反
対
の
意
味
の
言
葉
で
す
。
1
「
原
案
」
は
、
そ

れ
を
も
と
に
議ぎ

論ろ
ん

し
て
も
っ
と
よ
い
も
の
に
す
る
た

め
の
最
初
の
考
え
の
こ
と
。
2
「
原
料
」
は
、
工
業

製
品
な
ど
を
作
る
た
め
に
必
要
な
材
料
と
な
る
も
の

の
こ
と
で
す
。

一
　
外
国
か
ら
資
源
を
買
い
入
れ
る
と
い
う
こ
と
を
言

お
う
と
し
て
い
る
の
で
、「
輸
（
入
）」
が
正
し
い
書

き
表
し
方
で
す
。「
輸
」
は
、
は
こ
ぶ
、
ま
た
、
お
く

る
と
い
う
意
味
を
表
す
漢
字
で
す
。「
輪
」
は
、
丸

い
円
の
形
を
し
た
も
の
と
い
う
意
味
を
表
す
漢
字
で
、

「
車し

ゃ

輪り
ん

」「
輪わ

ゴ
ム
」
の
よ
う
に
使
い
ま
す
。

二
　
物
事
を
上
手
に
行
う
た
め
の
わ
ざ
の
こ
と
を
言
お

う
と
し
て
い
る
の
で
、「
技
（
術
）」
が
正
し
い
書
き

表
し
方
で
す
。「
技
」
は
、
訓
練
な
ど
を
し
て
身
に
つ

け
た
、
す
ぐ
に
は
ま
ね
の
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
や
、

う
で
ま
え
と
い
う
意
味
を
表
す
漢
字
で
す
。「
枝
」
は
、

木
の
え
だ
と
い
う
意
味
を
表
す
漢
字
で
す
。

一
　
こ
れ
か
ら
物
事
を
行
う
に
あ
た
り
、
考
え
を
組
み
立

て
る
と
い
う
意
味
を
表
す
「
構
想
」
が
こ
こ
に
合
い
ま
す
。

2
「
構
」
が
適
切
で
す
。「
構
」
は
、
組
み
立
て
る
と
い

う
意
味
を
表
す
漢
字
で
、「
構
成
」「
構
造
」
の
よ
う
に

使
い
ま
す
。
1
「
講
」
は
、
説
明
し
て
分
か
ら
せ
る
と
い

う
意
味
を
表
す
漢
字
で
、「
講
義
」「
講
習
」
の
よ
う
に

使
い
ま
す
。
3
「
考
」
は
、
か
ん
が
え
る
と
い
う
意
味
を

表
す
漢
字
で
、「
思
考
」「
考
案
」
の
よ
う
に
使
い
ま
す
。

二
　
動
物
に
え
さ
を
や
っ
て
養
う
と
い
う
意
味
を
表
す

「
飼
う
」
が
こ
こ
に
合
い
ま
す
。
1
「
飼
」
が
適
切
で
す
。

2
「
買
（
う
）」
は
、
お
金
を
は
ら
っ
て
自
分
の
も
の

に
す
る
と
い
う
意
味
で
、「
食
料
品
を
買
う
」
の
よ
う

に
使
い
ま
す
。

一
　「
ひ
た
む
き
」
は
、
一
つ
の
こ
と
だ
け
に
集
中
し
て
、

一
所
懸け

ん

命め
い

に
な
る
様
子
を
い
い
ま
す
。
2
の
使
い
方
が

適
切
で
す
。
1
は
、「
前
向
き
」
な
ど
が
適
切
な
文
で
す
。

二
　「
め
っ
ぽ
う
」
は
、
そ
の
程て

い

度ど

や
傾け

い

向こ
う

が
、
ほ
か
に

比
べ
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
は
な
は
だ
し
い
状
態
で
あ

る
様
子
を
い
う
言
葉
で
、「
め
っ
ぽ
う
強
い
」「
め
っ

ぽ
う
寒
い
」
な
ど
と
使
い
ま
す
。
1
の
使
い
方
が
適

切
で
す
。
2
は
、「
何
で
も
」
な
ど
が
適
切
な
文
で
す
。

一
　「
学
校
見
学
の
と
き
に
校
内
を
案
内
し
て
く
れ
た
の

は
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
後
に
は
、
だ
れ
だ
っ
た
と

い
う
内
容
が
続
く
の
が
適
切
で
す
。
こ
の
文
は
、
そ

う
し
た
形
に
な
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
「
二
人
と
も
と
て

も
親
切
で
し
た
」
と
い
う
感
想
を
付
け
足
し
て
い
ま
す
。

二
　「
東
京
の
美
術
展
に
行
っ
て
お
ど
ろ
い
た
こ
と
は
」
と

あ
る
の
で
、「
〜
で
す
」「
〜
し
た
こ
と
で
す
」
な
ど
の

形
で
終
わ
る
言
い
方
に
な
る
の
が
適
切
で
す
。
こ
の
文

は
、
そ
う
し
た
形
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
不
適
切
で
す
。

「
東
京
の
美
術
展
に
行
っ
て
お
ど
ろ
い
た
こ
と
は
、
来

場
者
が
と
て
も
多
か
っ
た
こ
と
と
、
テ
レ
ビ
や
本
で
見

た
こ
と
の
あ
る
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
で
す
。」

問
１
●〈
敬け

い

語ご

〉

問
２
●〈
言
葉
の
き
ま
り
〉

　【
　
　
　
】の
よ
う
な
と
き
の
言
い
方
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
一
、二
の
文
は
、
日
本
語
の
表
現
と
し
て
適
切
で
し
ょ
う
か
。
適
切
な
文
で
あ
れ
ば
　○
　、
不
適
切
な
文
で
あ
れ
ば
　╳
　で
答
え
て

く
だ
さ
い
。

一
　【
　バ
ス
の
中
で
、
立
っ
て
い
る
お
ば
あ
さ
ん
に
　】

　
　
　
　
1　
ど
う
ぞ
、
こ
ち
ら
に
お
座す

わ

り
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
2　
ど
う
ぞ
、
こ
ち
ら
に
お
座
り
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
3　
ど
う
ぞ
、
こ
ち
ら
に
お
座
り
に
な
ら
れ
て
く
だ
さ
い
。

二
　【
　保
護
者
会
の
こ
と
を
先
生
に
聞
か
れ
て
　】

　
　
　
　
1　
明
日
の
保
護
者
会
に
は
、
父
が
出
席
す
る
予
定
で
す
。

　
　
　
　
2　
明
日
の
保
護
者
会
に
は
、
お
父
さ
ん
が
ご
出
席
に
な
る
予
定
で
す
。

　
　
　
　
3　
明
日
の
保
護
者
会
に
は
、
父
が
出
席
さ
れ
る
予
定
で
す
。

一　
学
校
見
学
の
と
き
に
校
内
を
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
、
男
の
先
生
と
三
年
生
の
女
子
生
徒
で
、
二
人
と
も

と
て
も
親
切
で
し
た
。

二　
東
京
の
美
術
展て

ん

に
行
っ
て
お
ど
ろ
い
た
こ
と
は
、
来
場
者
が
と
て
も
多
く
て
、
テ
レ
ビ
や
本
で
見
た
こ
と

の
あ
る
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

の
よ
う
に
す
れ
ば
、
適
切
な
文
に
な
り
ま
す
。



問
３
●〈
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
〉

問
５
●〈
書
き
表
し
方
〉

問
４
●〈
言
葉
の
意
味
〉

問
６
●〈
漢
字
〉

　
一
は【
　
　
　
】の
中
の
言
葉
と
似
た
意
味
の
言
葉
を
、
二
は【
　
　
　
】の
中
の
言
葉
と
反
対
の
意
味
の
言
葉
を
選
ん
で
、
番
号
で
答

え
て
く
だ
さ
い
。

　
一
、二
の
文
に
は
、
使
い
方
が
正
し
く
な
い
漢
字
が
一
つ
ず
つ
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
文
の
意
味
が
通
り
ま
せ
ん
。
そ
の
漢
字
一

字
の
正
し
い
書
き
方
を
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
一
、二
の【
　
　
　
】の
言
葉
は
、
一
方
の
文
で
は
適
切
に
使
っ
て
い
ま
す
が
、
も
う
一
方
の
文
で
は
適
切
に
使
っ
て
い
る
と
は
い

え
ま
せ
ん
。
適
切
に
使
っ
て
い
る
ほ
う
の
文
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
一
、二
の
（
　
　
　
）
に
入
る
正
し
い
漢
字
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

一
　【
　辞
職
　】

　
　
　
　[

1　
辞
表　
　
2　
辞
退　
　
3　
辞
任　]

二
　【
　結
果
　】

　
　
　
　[
1　
原
案　
　
2　
原
料　
　
3　
原
因　]

一　
こ
の
近
く
に
、
地
下
鉄
の
駅
を
作
る
（　
　

）
想
が
あ
る
そ
う
だ
。

　
　
　
　[

1　
講　
　
2　
構　
　
3　
考　]

二　
成
田
さ
ん
は
、
二
年
前
に
拾
っ
た
子
ね
こ
を
、
今
も
家
で
（　
　

）
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
　
　
　[

1　
飼　
　
2　
買　]

一
　【
　ひ
た
む
き
　】

　
　
　
　
1　

お
と
な
し
か
っ
た
姉
が
、
急
に
積
極
的
で
、
ひ
た
む
き
な
行
動
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
2　

姉
は
ピ
ア
ノ
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
場
す
る
た
め
に
、
一
日
も
休
ま
ず
ひ
た
む
き
に
練
習
し
て
き
た
。

一
　【
　め
っ
ぽ
う
　】

　
　
　
　
1　

林
さ
ん
は
家
庭
科
は
苦
手
の
よ
う
だ
が
、
体
育
は
め
っ
ぽ
う
得
意
だ
。

　
　
　
　
2　

父
は
、
い
つ
も
弟
の
わ
が
ま
ま
を
め
っ
ぽ
う
聞
い
て
や
っ
て
い
る
。

一　
日
本
は
、
石
油
や
天
然
ガ
ス
な
ど
の
資
源
の
ほ
と
ん
ど
を
、
外
国
か
ら
の
輪
入
に
た
よ
っ
て
い
る
。

二　
精
密
機
械
の
製
造
で
は
、
日
本
は
世
界
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
枝
術
力
を
ほ
こ
っ
て
い
る
。



問
３
●〈
い
ろ
い
ろ
な
言
葉
〉

問
５
●〈
書
き
表
し
方
〉

問
４
●〈
言
葉
の
意
味
〉

問
６
●〈
漢
字
〉

　
一
は【
　
　
　
】の
中
の
言
葉
と
似
た
意
味
の
言
葉
を
、
二
は【
　
　
　
】の
中
の
言
葉
と
反
対
の
意
味
の
言
葉
を
選
ん
で
、
番
号
で
答

え
て
く
だ
さ
い
。

　
一
、二
の
文
に
は
、
使
い
方
が
正
し
く
な
い
漢
字
が
一
つ
ず
つ
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
文
の
意
味
が
通
り
ま
せ
ん
。
そ
の
漢
字
一

字
の
正
し
い
書
き
方
を
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
一
、二
の【
　
　
　
】の
言
葉
は
、
一
方
の
文
で
は
適
切
に
使
っ
て
い
ま
す
が
、
も
う
一
方
の
文
で
は
適
切
に
使
っ
て
い
る
と
は
い

え
ま
せ
ん
。
適
切
に
使
っ
て
い
る
ほ
う
の
文
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
一
、二
の
（
　
　
　
）
に
入
る
正
し
い
漢
字
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

一
　【
　辞
職
　】

　
　
　
　[

1　
辞
表　
　
2　
辞
退　
　
3　
辞
任　]

二
　【
　結
果
　】

　
　
　
　[

1　
原
案　
　
2　
原
料　
　
3　
原
因　]

一　
こ
の
近
く
に
、
地
下
鉄
の
駅
を
作
る
（　
　

）
想
が
あ
る
そ
う
だ
。

　
　
　
　[

1　
講　
　
2　
構　
　
3　
考　]

二　
成
田
さ
ん
は
、
二
年
前
に
拾
っ
た
子
ね
こ
を
、
今
も
家
で
（　
　

）
っ
て
い
る
よ
う
だ
。

　
　
　
　[

1　
飼　
　
2　
買　]

一
　【
　ひ
た
む
き
　】

　
　
　
　
1　

お
と
な
し
か
っ
た
姉
が
、
急
に
積
極
的
で
、
ひ
た
む
き
な
行
動
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
　
　
　
2　

姉
は
ピ
ア
ノ
コ
ン
ク
ー
ル
に
出
場
す
る
た
め
に
、
一
日
も
休
ま
ず
ひ
た
む
き
に
練
習
し
て
き
た
。

一
　【
　め
っ
ぽ
う
　】

　
　
　
　
1　

林
さ
ん
は
家
庭
科
は
苦
手
の
よ
う
だ
が
、
体
育
は
め
っ
ぽ
う
得
意
だ
。

　
　
　
　
2　

父
は
、
い
つ
も
弟
の
わ
が
ま
ま
を
め
っ
ぽ
う
聞
い
て
や
っ
て
い
る
。

一　
日
本
は
、
石
油
や
天
然
ガ
ス
な
ど
の
資
源
の
ほ
と
ん
ど
を
、
外
国
か
ら
の
輪
入
に
た
よ
っ
て
い
る
。

二　
精
密
機
械
の
製
造
で
は
、
日
本
は
世
界
で
も
ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
枝
術
力
を
ほ
こ
っ
て
い
る
。
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一
　…
　○
　
　
二
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　╳

一
　
お
ば
あ
さ
ん
が
「
座
る
」
と
い
う
こ
と
を
、「
お

〜
に
な
る
」
と
い
う
尊そ

ん

敬け
い

語
を
使
っ
て
言
っ
て
い
る
、

2
の
「
お
座
り
に
な
っ
て
」
が
適
切
で
す
。
1
は
、「
お

〜
す
る
」
と
い
う
謙け

ん

譲じ
ょ
う

語
を
使
っ
て
い
る
の
で
不
適

切
で
す
。
3
の
「
お
座
り
に
な
ら
れ
て
」
は
、「
お

座
り
に
な
る
」
に
尊
敬
語
「
れ
る
」
を
付
け
た
形
で
、

必
要
以
上
に
敬
語
を
使
っ
た
不
適
切
な
言
い
方
で
す
。

二
　
保
護
者
会
に
「
出
席
す
る
」
の
は
、
自
分
の
身
内

で
あ
る
父
で
す
か
ら
、
1
の
よ
う
に
、
尊
敬
語
を
使

わ
ず
に
言
う
の
が
適
切
で
す
。
2
は
、「
ご
〜
に
な
る
」

と
い
う
尊
敬
語
を
使
っ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
身
内
で

あ
る
父
を
、「
お
父
さ
ん
」
と
言
っ
て
い
る
の
も
不
適

切
で
す
。
3
も
、「
れ
る
」
と
い
う
尊
敬
語
を
使
っ
て

い
て
不
適
切
で
す
。

一
　「
辞
職
」
は
、
そ
れ
ま
で
勤つ

と

め
て
い
た
仕
事
を
自
分

か
ら
進
ん
で
や
め
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。
そ
れ
ま
で

就つ

い
て
い
た
職
務
を
自
分
の
意
志
で
や
め
る
こ
と
を

い
う
、3
「
辞
任
」
が
似
た
意
味
を
表
し
ま
す
。
1
「
辞

表
」
は
、
辞
職
し
た
い
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
役
所

や
会
社
の
人
に
提
出
す
る
書
類
の
こ
と
。
2
「
辞
退
」

は
、
任
命
さ
れ
た
役
割
、
勧か

ん

誘ゆ
う

な
ど
を
自
分
の
意
志

で
断
る
こ
と
で
す
。

二
　「
結
果
」
は
、
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ

た
状
態
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
そ
の
状
態
を
引
き
起

こ
す
も
と
と
な
っ
た
も
の
の
こ
と
を
い
う
、3
「
原
因
」

が
反
対
の
意
味
の
言
葉
で
す
。
1
「
原
案
」
は
、
そ

れ
を
も
と
に
議ぎ

論ろ
ん

し
て
も
っ
と
よ
い
も
の
に
す
る
た

め
の
最
初
の
考
え
の
こ
と
。
2
「
原
料
」
は
、
工
業

製
品
な
ど
を
作
る
た
め
に
必
要
な
材
料
と
な
る
も
の

の
こ
と
で
す
。

一
　
外
国
か
ら
資
源
を
買
い
入
れ
る
と
い
う
こ
と
を
言

お
う
と
し
て
い
る
の
で
、「
輸
（
入
）」
が
正
し
い
書

き
表
し
方
で
す
。「
輸
」
は
、
は
こ
ぶ
、
ま
た
、
お
く

る
と
い
う
意
味
を
表
す
漢
字
で
す
。「
輪
」
は
、
丸

い
円
の
形
を
し
た
も
の
と
い
う
意
味
を
表
す
漢
字
で
、

「
車し

ゃ

輪り
ん

」「
輪わ

ゴ
ム
」
の
よ
う
に
使
い
ま
す
。

二
　
物
事
を
上
手
に
行
う
た
め
の
わ
ざ
の
こ
と
を
言
お

う
と
し
て
い
る
の
で
、「
技
（
術
）」
が
正
し
い
書
き

表
し
方
で
す
。「
技
」
は
、
訓
練
な
ど
を
し
て
身
に
つ

け
た
、
す
ぐ
に
は
ま
ね
の
で
き
な
い
よ
う
な
こ
と
や
、

う
で
ま
え
と
い
う
意
味
を
表
す
漢
字
で
す
。「
枝
」
は
、

木
の
え
だ
と
い
う
意
味
を
表
す
漢
字
で
す
。

一
　
こ
れ
か
ら
物
事
を
行
う
に
あ
た
り
、
考
え
を
組
み
立

て
る
と
い
う
意
味
を
表
す
「
構
想
」
が
こ
こ
に
合
い
ま
す
。

2
「
構
」
が
適
切
で
す
。「
構
」
は
、
組
み
立
て
る
と
い

う
意
味
を
表
す
漢
字
で
、「
構
成
」「
構
造
」
の
よ
う
に

使
い
ま
す
。
1
「
講
」
は
、
説
明
し
て
分
か
ら
せ
る
と
い

う
意
味
を
表
す
漢
字
で
、「
講
義
」「
講
習
」
の
よ
う
に

使
い
ま
す
。
3
「
考
」
は
、
か
ん
が
え
る
と
い
う
意
味
を

表
す
漢
字
で
、「
思
考
」「
考
案
」
の
よ
う
に
使
い
ま
す
。

二
　
動
物
に
え
さ
を
や
っ
て
養
う
と
い
う
意
味
を
表
す

「
飼
う
」
が
こ
こ
に
合
い
ま
す
。
1
「
飼
」
が
適
切
で
す
。

2
「
買
（
う
）」
は
、
お
金
を
は
ら
っ
て
自
分
の
も
の

に
す
る
と
い
う
意
味
で
、「
食
料
品
を
買
う
」
の
よ
う

に
使
い
ま
す
。

一
　「
ひ
た
む
き
」
は
、
一
つ
の
こ
と
だ
け
に
集
中
し
て
、

一
所
懸け

ん

命め
い

に
な
る
様
子
を
い
い
ま
す
。
2
の
使
い
方
が

適
切
で
す
。
1
は
、「
前
向
き
」
な
ど
が
適
切
な
文
で
す
。

二
　「
め
っ
ぽ
う
」
は
、
そ
の
程て

い

度ど

や
傾け

い

向こ
う

が
、
ほ
か
に

比
べ
る
も
の
が
な
い
ほ
ど
は
な
は
だ
し
い
状
態
で
あ

る
様
子
を
い
う
言
葉
で
、「
め
っ
ぽ
う
強
い
」「
め
っ

ぽ
う
寒
い
」
な
ど
と
使
い
ま
す
。
1
の
使
い
方
が
適

切
で
す
。
2
は
、「
何
で
も
」
な
ど
が
適
切
な
文
で
す
。

一
　「
学
校
見
学
の
と
き
に
校
内
を
案
内
し
て
く
れ
た
の

は
」
と
あ
る
の
で
、
そ
の
後
に
は
、
だ
れ
だ
っ
た
と

い
う
内
容
が
続
く
の
が
適
切
で
す
。
こ
の
文
は
、
そ

う
し
た
形
に
な
っ
て
い
て
、
さ
ら
に
「
二
人
と
も
と
て

も
親
切
で
し
た
」
と
い
う
感
想
を
付
け
足
し
て
い
ま
す
。

二
　「
東
京
の
美
術
展
に
行
っ
て
お
ど
ろ
い
た
こ
と
は
」
と

あ
る
の
で
、「
〜
で
す
」「
〜
し
た
こ
と
で
す
」
な
ど
の

形
で
終
わ
る
言
い
方
に
な
る
の
が
適
切
で
す
。
こ
の
文

は
、
そ
う
し
た
形
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
不
適
切
で
す
。

「
東
京
の
美
術
展
に
行
っ
て
お
ど
ろ
い
た
こ
と
は
、
来

場
者
が
と
て
も
多
か
っ
た
こ
と
と
、
テ
レ
ビ
や
本
で
見

た
こ
と
の
あ
る
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
っ
た
こ
と
で
す
。」

問
１
●〈
敬け

い

語ご

〉

問
２
●〈
言
葉
の
き
ま
り
〉

　【
　
　
　
】の
よ
う
な
と
き
の
言
い
方
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
選
ん
で
、
番
号
で
答
え
て
く
だ
さ
い
。

　
一
、二
の
文
は
、
日
本
語
の
表
現
と
し
て
適
切
で
し
ょ
う
か
。
適
切
な
文
で
あ
れ
ば
　○
　、
不
適
切
な
文
で
あ
れ
ば
　╳
　で
答
え
て

く
だ
さ
い
。

一
　【
　バ
ス
の
中
で
、
立
っ
て
い
る
お
ば
あ
さ
ん
に
　】

　
　
　
　
1　
ど
う
ぞ
、
こ
ち
ら
に
お
座す

わ

り
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
2　
ど
う
ぞ
、
こ
ち
ら
に
お
座
り
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
3　
ど
う
ぞ
、
こ
ち
ら
に
お
座
り
に
な
ら
れ
て
く
だ
さ
い
。

二
　【
　保
護
者
会
の
こ
と
を
先
生
に
聞
か
れ
て
　】

　
　
　
　
1　
明
日
の
保
護
者
会
に
は
、
父
が
出
席
す
る
予
定
で
す
。

　
　
　
　
2　
明
日
の
保
護
者
会
に
は
、
お
父
さ
ん
が
ご
出
席
に
な
る
予
定
で
す
。

　
　
　
　
3　
明
日
の
保
護
者
会
に
は
、
父
が
出
席
さ
れ
る
予
定
で
す
。

一　
学
校
見
学
の
と
き
に
校
内
を
案
内
し
て
く
れ
た
の
は
、
男
の
先
生
と
三
年
生
の
女
子
生
徒
で
、
二
人
と
も

と
て
も
親
切
で
し
た
。

二　
東
京
の
美
術
展て

ん

に
行
っ
て
お
ど
ろ
い
た
こ
と
は
、
来
場
者
が
と
て
も
多
く
て
、
テ
レ
ビ
や
本
で
見
た
こ
と

の
あ
る
作
品
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
し
た
。

の
よ
う
に
す
れ
ば
、
適
切
な
文
に
な
り
ま
す
。


