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注
意
事
項 

１ 

試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
冊
子
の
中
を
見
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

２ 

問
題
冊
子
は
７
ペ
ー
ジ
あ
り
ま
す
。 

３ 

試
験
中
に
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
落
丁
・
乱
丁
及
び
解
答
用
紙
の
汚
れ
等
に 

気
付
い
た
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
試
験
監
督
者
に
知
ら
せ
て
く
だ
さ
い
。 
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Ⅰ
 

次
の
文
章
は
伊
藤
亜
紗
「
思
い
通
り
に
い
か
な
い
こ
と
に
耳
を
澄
ま
す
」（『
ポ
ス
ト
コ
ロ
ナ
の
生
命
哲
学
』
集
英
社
新
書
、
二
○
二
一
年
）
の
一
部
で
あ
る
。
本
文
を
読
ん 

で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
（
設
問
の
都
合
で
原
文
の
一
部
を
省
略
改
変
し
た
）。 

 

体
が
接
触
す
る
機
会
が
非
常
に
多
い
も
の
の
一
つ
が
、
目
が
見
え
な
い
人
の
①

カ
イ
ジ
ョ
で
す
。
私
自
身
、
研
究
を
通
し
て
目
が
見
え
な
い
人
と
関
わ
る
機
会
が
増
え
た
こ
と

で
、
「
こ
ん
な
触
覚
の
世
界
が
あ
っ
た
ん
だ
」
と
、
自
分
の
触
覚
が
新
た
に
開
発
さ
れ
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
一
番
感
じ
た
の
は
、
視
覚
障
害
者
向
け
の

ラ
ン
ニ
ン
グ
サ
ー
ク
ル
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
の
こ
と
で
し
た
。 

通
常
、
目
が
見
え
な
い
人
の
動
き
を
カ
イ
ジ
ョ
す
る
と
き
は
、
肩
に
手
を
乗
せ
た
り
、
②

肘
を
持
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
ラ
ン
ニ
ン
グ
で
は
見
え
る
人
が
伴
走
者
と
し
て
ペ

ア
に
な
り
、
輪
に
な
っ
た
ロ
ー
プ
の
両
端
を
互
い
に
持
ち
、
二
人
の
手
を
シ
ン
ク
ロ
さ
せ
な
が
ら
走
る
の
が
基
本
で
す
。
私
の
場
合
、
見
え
な
い
方
の
伴
走
者
と
し
て
走
る
こ
と

も
と
て
も
楽
し
か
っ
た
の
で
す
が
、
Ａ

驚
い
た
の
は
、
自
分
が
ア
イ
マ
ス
ク
を
つ
け
て
見
え
る
人
に
伴
走
し
て
も
ら
う
経
験
で
し
た
。 

ア
イ
マ
ス
ク
を
つ
け
た
と
き
、
最
初
は
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
怖
く
て
足
が
す
く
み
、
実
際
に
は
な
い
段
差
や
障
害
物
の
幻
覚
が
見
え
た
り
す
る
ほ
ど
で
し
た
。
け
れ
ど
も
、

「
視
覚
障
害
者
の
方
は
こ
の
方
法
で
長
い
距
離
を
走
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
自
分
も
伴
走
者
を
信
頼
し
て
や
っ
て
み
よ
う
」
と
、
自
分
の
中
の
恐
怖
を
吹
っ
切
っ
た
と
こ
ろ
、
経

験
し
た
こ
と
の
な
い
快
感
を
味
わ
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
人
を
信
頼
す
る
こ
と
か
ら
生
ま
れ
た
快
感
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
今
ま
で
家
族
や
同
僚
を
信

頼
し
て
い
た
つ
も
り
で
し
た
が
、
実
は
、
信
頼
に
は
も
っ
と
す
ご
い
深
み
が
あ
っ
た
の
で
す
。
そ
こ
に
行
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
感
覚
は
本
当
に
新
鮮
で
、
素
晴
ら
し
い
も
の

で
し
た
。 

目
が
見
え
る
私
は
、
普
通
の
生
活
の
中
で
は
そ
れ
こ
そ
人
と
距
離
を
取
り
、
自
分
で
自
分
の
こ
と
を
や
る
の
が
い
い
こ
と
だ
、
と
思
っ
て
生
き
て
き
ま
し
た
。
自
力
で
で
き
る

こ
と
を
や
る
の
は
よ
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
裏
を
返
せ
ば
人
を
信
じ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
ア
イ
マ
ス
ク
を
し
て
伴
走
者
と
走
る
と
い
う
経
験

を
し
た
こ
と
で
、
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
自
分
の
身
を
人
に
預
け
る
と
い
う
こ
と
を
い
か
に
自
分
が
や
っ
て
い
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
ま
し
た
。 

相
手
を
信
じ
て
自
分
を
解
放
す
る
と
、
接
触
面
を
通
し
て
、
相
手
の
感
情
や
意
思
が
ち
ゃ
ん
と
伝
わ
っ
て
く
る
と
い
う
点
も
、「
ふ
れ
る
」
こ
と
の
お
も
し
ろ
さ
で
あ
り
、
価

値
な
の
だ
と
感
じ
ま
す
。
視
覚
障
害
者
と
伴
走
者
の
ラ
ン
ニ
ン
グ
で
は
、
ロ
ー
プ
を
通
じ
て
相
手
の
振
動
や
感
情
と
い
っ
た
も
の
が
か
な
り
伝
わ
っ
て
き
ま
す
。
ロ
ー
プ
を
介
し

て
だ
と
間
接
的
な
接
触
な
の
で
す
が
、
だ
か
ら
こ
そ
あ
そ
び
が
生
ま
れ
て
、
情
報
を
キ
ャ
ッ
チ
し
や
す
い
よ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
目
の
前
に
急
な
坂
が
あ
る
と
い
う
と
き
、
目

が
見
え
る
伴
走
者
が
「
ち
ょ
っ
と
嫌
だ
な
」
と
た
め
ら
う
気
持
ち
が
目
が
見
え
な
い
ラ
ン
ナ
ー
に
伝
わ
っ
て
、「
坂
で
す
よ
」
と
伴
走
者
が
伝
え
る
前
か
ら
そ
の
こ
と
が
も
う
分

か
っ
て
い
た
り
す
る
の
で
す
。
慣
れ
た
方
は
、「
い
い
ラ
ン
の
と
き
は
、
お
互
い
③

キ
ョ
ウ
メ
イ
す
る
よ
う
な
感
じ
が
あ
る
」
と
言
い
ま
す
。 

自
分
を
ガ
ー
ド
し
て
い
る
う
ち
は
、
緊
張
し
て
相
手
と
の
あ
い
だ
に
壁
を
つ
く
ろ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
自
分
の
こ
と
も
伝
わ
ら
な
い
し
相
手
の
こ
と
も
分
か
ら
な

い
。
け
れ
ど
も
、
相
手
を
信
頼
し
て
解
放
し
た
瞬
間
に
、
驚
く
ほ
ど
た
く
さ
ん
の
情
報
が
相
手
か
ら
入
っ
て
き
ま
す
。
自
分
を
相
手
に
預
け
て
こ
そ
相
手
の
こ
と
が
分
か
る
、
と

い
う
の
が
触
覚
的
な
人
間
関
係
の
お
も
し
ろ
さ
で
す
。
相
手
を
信
頼
し
、
自
分
を
預
け
れ
ば
預
け
る
ほ
ど
、
相
手
の
情
報
が
入
っ
て
く
る
の
で
す
。 

「
信
頼
」
と
似
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
言
葉
に
「
安
心
」
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
実
は
「
信
頼
」
と
「
安
心
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
逆
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
安
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心
」
が
、
相
手
が
ど
う
い
う
行
動
を
取
る
か
は
分
か
ら
な
い
の
で
、
そ
の
不
確
定
要
素
を
限
り
な
く
減
ら
し
て
い
く
も
の
だ
と
す
る
と
、
相
手
が
ど
う
い
う
行
動
を
取
る
か
分
か

ら
な
い
け
れ
ど
大
丈
夫
だ
ろ
う
と
い
う
ほ
う
に
賭
け
る
の
が
「
信
頼
」
で
す
。 

私
が
ア
イ
マ
ス
ク
を
つ
け
て
走
っ
た
と
き
の
経
験
に
喩 た

と

え
る
と
、
そ
の
と
き
伴
走
し
て
く
れ
た
方
は
初
対
面
で
し
た
か
ら
、
ど
う
い
う
人
な
の
か
よ
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
一

緒
に
走
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
あ
る
意
味
、「
【 

Ⅰ
 

】」
で
き
な
い
状
況
で
あ
っ
た
と
も
言
え
ま
す
が
、
私
は
「
伴
走
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
方
な
の
だ
か
ら
大
丈
夫

だ
ろ
う
」
と
信
じ
る
ほ
う
に
賭
け
た
わ
け
で
す
。
そ
れ
が
人
に
身
を
預
け
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
し
、「
【 

Ⅱ
 

】」
に
あ
っ
て
「【 

Ⅲ
 

】」
に
な
い
の
は
、
ま
さ
に

こ
の
「
身
を
預
け
る
感
」
だ
と
思
い
ま
す
。 

（
中
略
） 

直
接
体
に
ふ
れ
な
く
と
も
、
私
た
ち
は
今
「
人
に
会
う
」
と
い
う
意
味
で
の
接
触
の
機
会
を
大
幅
に
奪
わ
れ
た
世
界
に
生
き
て
い
ま
す
。
私
が
一
番
恐
れ
て
い
る
の
は
、
接
触

の
機
会
が
減
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
が
Ｂ

「
〇
〇
す
べ
き
だ
」
と
い
う
一
般
論
で
も
の
を
語
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
す
。
接
触
し
な
い
と
相
手
の
具
体
的
な
状
況
が
分
か
ら
な

く
な
り
ま
す
か
ら
、
共
感
も
難
し
く
な
る
の
で
す
。
自
粛
警
察
は
、
ま
さ
に
そ
の
象
徴
で
し
た
。
み
ん
な
一
人
ひ
と
り
お
か
れ
た
状
況
が
違
っ
て
い
て
、
で
き
る
こ
と
や
で
き
な

い
こ
と
、
優
先
す
べ
き
こ
と
や
そ
う
で
な
い
こ
と
が
違
う
の
に
、「
〇
〇
す
べ
き
だ
」
と
い
う
言
説
は
、
こ
の
違
い
を
④

シ
ャ
シ
ョ
ウ
し
て
し
ま
い
ま
す
。 

私
は
、
今
こ
そ
「
道
徳
」
と
「
倫
理
」
を
区
別
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
は
似
た
言
葉
に
思
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
実
は
ま
っ
た
く
違
う
ａ

ベ

ク
ト
ル
を
持
っ
た
言
葉
で
す
。 

ま
ず
道
徳
と
は
、
「
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
」
の
よ
う
に
、
状
況
に
よ
ら
な
い
、
普
遍
的
な
命
令
で
す
。
ま
さ
に
小
学
校
の
道
徳
で
習
う
よ
う
な
内
容
で
、
そ
こ
に
は
迷
い

は
あ
り
ま
せ
ん
。 

一
方
倫
理
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
限
の
あ
る
具
体
的
な
状
況
下
で
、
最
善
の
行
動
を
選
ぶ
こ
と
で
す
。
絶
対
的
な
命
令
に
従
う
こ
と
が
必
ず
し
も
正
解
と
は
思
え
な
い
と
き
に
、

何
が
ベ
ス
ト
な
の
か
、
探
し
求
め
る
こ
と
で
す
。
そ
こ
に
は
「
あ
れ
で
よ
か
っ
た
ん
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
じ
り
じ
り
し
た
迷
い
が
つ
き
ま
と
う
し
、
そ
の
場
で
解
を
つ
く
り
出
す

と
い
う
意
味
で
創
造
的
な
行
為
で
す
。 

Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
発
達
に
よ
っ
て
、 

私
た
ち
は
普
通
の
人
の
普
通
の
生
活
の
様
子
を
、
何
と
な
く
知
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
生
き
て
い
ま
す
。
け
れ
ど
も
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
流
れ
て
く
る

の
は
断
片
的
な
情
報
で
あ
り
、
そ
の
人
の
生
き
て
い
る
具
体
的
な
現
実
の
す
べ
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ｂ

な
ま
じ
断
片
が
流
れ
て
く
る
の
で
、
そ
れ
が
「
〇

〇
す
べ
き
だ
」
と
い
う
道
徳
的
態
度
を
誘
発
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
い
ま
す
。 

重
要
な
の
は
、「
〇
〇
す
べ
き
だ
」
と
一
般
論
を
振
り
か
ざ
す
こ
と
で
は
な
く
、「
こ
の
状
況
で
何
が
で
き
る
だ
ろ
う
」「
相
手
は
ど
の
よ
う
な
状
況
に
あ
る
の
だ
ろ
う
」
と
探

る
倫
理
的
な
態
度
で
す
。
そ
れ
に
は
時
間
が
か
か
り
ま
す
。
忙
し
い
日
々
の
く
ら
し
の
中
で
、
い
か
に
こ
の
時
間
が
確
保
で
き
る
か
が
重
要
で
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
そ
こ
に

は
、
労
働
や
福
祉
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
関
わ
っ
て
き
ま
す
。 

Ｃ

倫
理
的
な
態
度
の
第
一
歩
は
「
聞
く
」
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。 

た
と
え
ば
、
障
害
を
持
っ
た
人
と
関
わ
る
に
し
て
も
、「
困
っ
て
い
る
人
が
い
た
ら
助
け
よ
う
」
と
道
徳
的
な
態
度
で
接
し
て
し
ま
う
と
、
相
手
に
つ
い
て
決
め
つ
け
る
こ
と
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に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
よ
く
、
障
害
を
持
っ
た
人
は
「
障
害
者
を
演
じ
さ
せ
ら
れ
て
い
る
」
と
口
に
し
ま
す
が
、
善
意
の
押
し
付
け
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。 

で
も
、
相
手
に
「
聞
く
」
こ
と
か
ら
始
め
て
み
る
と
、
全
然
違
う
人
間
関
係
が
生
ま
れ
ま
す
。
単
純
に
、
手
を
貸
す
前
に
「
困
っ
て
い
る
こ
と
は
な
い
で
す
か
」
と
聞
く
こ
と

は
重
要
で
す
し
、
言
葉
以
外
の
と
こ
ろ
に
も
い
ろ
い
ろ
な
情
報
が
あ
る
は
ず
で
す
。
こ
の
人
は
急
い
で
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
時
間
が
か
か
っ
て
も
一
人
で
道
を
歩
き
た
が
っ
て

い
る
の
か
。
慎
重
な
人
な
の
か
、
大
胆
な
の
か
。
そ
う
い
っ
た
、
振
る
舞
い
の
⑤

端
々
か
ら
聞
こ
え
て
く
る
「
そ
の
人
の
状
況
」
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
重
要
で
す
。  

 
 

耳
を
傾
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は
自
分
の
思
い
込
み
か
ら
自
由
に
な
り
、
想
定
し
て
い
な
か
っ
た
関
わ
り
の
可
能
性
が
見
え
て
き
ま
す
。
最
初
は
手
を
貸
す
つ
も
り
だ

っ
た
の
に
、
結
局
自
分
が
話
を
聞
い
て
も
ら
っ
た
、
と
か
、
意
外
に
も
共
通
の
趣
味
が
見
つ
か
っ
て
そ
の
後
も
連
絡
を
取
り
合
う
よ
う
に
な
っ
た
、
と
か
、
倫
理
的
な
態
度
を
と

る
こ
と
は
、
偶
然
の
要
素
に
自
分
を
開
き
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
の
可
能
性
を
引
き
出
す
こ
と
に
通
じ
ま
す
。 

コ
ロ
ナ
禍
で
ソ
ー
シ
ャ
ル
デ
ィ
ス
タ
ン
ス
が
推
奨
さ
れ
、
場
を
共
有
す
る
こ
と
の
難
し
さ
が
言
わ
れ
ま
す
が
、「
聞
く
」
こ
と
は
む
し
ろ
共
有
し
て
い
る
も
の
が
な
い
、
つ
ま

り
互
い
の
場
が
違
う
か
ら
こ
そ
生
ま
れ
る
行
動
と
言
え
ま
す
。
で
す
か
ら
、
必
ず
し
も
相
手
と
場
を
共
有
し
て
い
な
く
て
も
い
い
わ
け
で
す
し
、
む
し
ろ
場
が
あ
る
か
ら
こ
そ
消

え
て
し
ま
う
も
の
を
救
お
う
と
し
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
場
は
、
ど
う
し
て
も
人
に
場
の
空
気
に
則
っ
た
演
技
的
振
る
舞
い
を
強
制
し
て
し
ま
い
が
ち
で
す
。
そ
う
し
た
演
技
が

な
い
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
状
況
や
状
態
、
思
っ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
「
聞
く
」
と
い
う
こ
と
だ
と
感
じ
ま
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
倫
理
の

創
造
性
を
解
放
し
、
道
徳
の
ｃ

杓
子

し
ゃ
く
し

定
規
な
命
令
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
私
た
ち
が
社
会
の
中
に
居
場
所
を
持
つ
と
い
う
こ
と
な
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。 
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問
一 

傍
線
部
①
～
⑤
の
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
て
記
し
な
さ
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
ａ
「
ベ
ク
ト
ル
」
、
傍
線
部
ｂ
「
な
ま
じ
」、
傍
線
部
ｃ
「
杓
子
定
規
」
の
意
味
を
記
し
な
さ
い
。 

 

問
三 

傍
線
部
Ａ
「
驚
い
た
の
は
、
自
分
が
ア
イ
マ
ス
ク
を
つ
け
て
見
え
る
人
に
伴
走
し
て
も
ら
う
経
験
で
し
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
経
験
」
に
よ
っ
て
筆
者
が
気
づ
い
た
こ

と
は
何
か
。
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
２
点
記
し
な
さ
い
。 

 

問
四 

【 
Ⅰ
 

】
～
【 

Ⅲ
 

】
に
は
「
安
心
」
か
「
信
頼
」
の
ど
ち
ら
か
が
入
る
。
そ
れ
ぞ
れ
に
最
適
な
言
葉
を
記
し
な
さ
い
。 

 

問
五 

傍
線
部
Ｂ
「「
〇
〇
す
べ
き
だ
」
と
い
う
一
般
論
で
も
の
を
語
る
」
と
反
対
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
４
３
字
の
箇
所
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
、
そ
の
最
初
と
最
後
の
５

字
を
記
し
な
さ
い
（
句
読
点
等
も
字
数
に
含
む
）
。 

 

問
六 

傍
線
部
Ｃ
「
倫
理
的
な
態
度
の
第
一
歩
は
「
聞
く
」
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
「「
聞
く
」
こ
と
」
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
。 

１
０
０
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。 
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Ⅱ
 

次
の
文
章
は
鷲
田
清
一
「
哲
学
の
入
口
」（
『
哲
学
の
使
い
方
』
岩
波
新
書
、
二
〇
一
四
年
）
の
一
部
で
あ
る
。
本
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
（
設
問
の
都
合

で
原
文
の
一
部
を
省
略
改
変
し
た
）。 

 

わ
た
し
た
ち
の
時
間
へ
の
か
か
わ
り
は
、
と
に
か
く
不
安
定
だ
。
勤
務
に
貼
り
つ
い
て
い
る
と
き
は
精
密
に
区
分
け
さ
れ
た
時
間
に
居
心
地
を
わ
る
く
し
、
暇
な
と
き
は
時
間

を
も
て
あ
ま
し
、
何
か
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
と
き
は
時
の
速
さ
が
恨
め
し
く
な
り
、
何
か
を
待
っ
て
い
る
と
き
は
時
の
①

ド
ン
ジ
ュ
ウ
さ
、
粘
つ
き
に
い
ら
い
ら
し
て
く
る
。

と
お
も
え
ば
、
た
と
え
ば
震
災
の
よ
う
な
一
大
事
が
起
こ
る
と
、
激
し
く
波
打
つ
社
会
の
時
間
に
あ
っ
さ
り
呑
み
込
ま
れ
も
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ほ
ど
じ
ぶ
ん
を
②

震
撼
さ
せ

た
も
の
が
時
と
と
も
に
あ
ま
り
に
も
速
や
か
に
褪
せ
ゆ
く
こ
と
に
愕
然
と
し
も
す
る
。
時
間
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
洗
い
流
し
て
ゆ
く
。 

希
望
、
不
安
、
祈
り
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
年
度
計
画
、
気
象
予
報
、
企
業
戦
略
、
リ
ス
ク
予
測
、
競
争
、
そ
し
て
流
行
り
も
の
。
だ
れ
も
か
れ
も
が
時
間
を
、
前
の
め
り
と
い

う
か
、
つ
ん
の
め
っ
て
感
受
し
て
い
る
の
か
と
お
も
い
き
や
、
逆
に
過
ぎ
ゆ
く
も
の
へ
の
こ
だ
わ
り
も
は
な
は
だ
し
い
。
悔
い
て
も
悔
い
て
も
悔
や
み
き
れ
な
い
こ
と
、
消
せ
な

い
記
憶
、
深
い
心
的
外
傷
、
そ
れ
に
い
ま
で
こ
そ
薄
ま
っ
た
と
は
い
え
一
国
の
伝
統
、
家
系
へ
の
③

頑
な
な
こ
だ
わ
り
も
。
こ
と
ほ
ど
さ
よ
う
に
、
ひ
と
は
時
間
に
④

翻
弄
さ
れ
て

き
た
。 

そ
う
い
う
翻
弄
が
つ
い
に
こ
こ
ま
で
き
た
か
と
感
じ
入
っ
た
の
は
、
阪
神
淡
路
大
震
災
の
翌
年
の
こ
と
。（
注
１
）

村
上
龍
の
小
説
『
ラ
ブ
＆
ポ
ッ
プ
』（
一
九
九
六
年
）
を
読
ん

だ
と
き
で
あ
る
。
胸
の
詰
ま
る
描
写
な
の
で
、
す
こ
し
長
く
な
る
が
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
ど
う
し
て
も
ほ
し
い
指
輪
を
買
う
た
め
に
「
援
助
交
際
し
か
な
い
」
と
心
に
決
め

る
シ
ー
ン
で
あ
る
。 

 

大
切
だ
と
思
っ
た
こ
と
が
、
寝
て
起
き
て
テ
レ
ビ
を
見
て
ラ
ジ
オ
を
聞
い
て
雑
誌
を
め
く
っ
て
誰
か
と
話
を
し
て
い
る
う
ち
に
本
当
に
簡
単
に
消
え
て
し
ま
う
。
去
年
の

夏
、『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
衛
星
放
送
で
見
て
、
恐
く
て
、
で
も
感
動
し
て
、
泣
い
た
。
次
の
日
の
午
前
中
、「
バ
イ
ト
」
の
た
め
『
Ｊ
Ｊ
』

を
見
て
い
た
ら
、
Ａ

心
が
既
に
ツ
ル
ン
と
し
て
い
る
の
に
自
分
で
気
付
い
た
。『
ア
ン
ネ
の
日
記
』
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
を
見
終
わ
っ
て
、
ベ
ッ
ド
に
入
る
ま
で
は
、
い
つ

か
オ
ラ
ン
ダ
に
行
っ
て
み
よ
う
と
か
、
だ
か
ら
女
の
子
の
生
理
の
こ
と
を
昔
の
人
は
ア
ン
ネ
っ
て
い
う
の
か
、
と
か
、
自
由
に
外
を
歩
け
る
っ
て
本
当
は
大
変
な
こ
と
な
ん

だ
、
と
か
い
ろ
い
ろ
考
え
て
心
が
グ
シ
ャ
グ
シ
ャ
だ
っ
た
。
そ
れ
が
翌
日
に
は
完
全
に
平
穏
に
な
っ
て
、
シ
ャ
ン
プ
ー
で
き
れ
い
に
洗
い
流
し
た
み
た
い
に
、
心
が
ツ
ル
ン

と
し
て
、
「
あ
の
時
は
何
か
お
か
し
か
っ
た
ん
だ
」
と
自
分
の
中
で
「
何
か
が
、
済
ん
だ
」
よ
う
な
感
じ
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
、
不
思
議
で
、
イ
ヤ
だ
っ
た
。
今

日
中
に
買
わ
な
い
と
、
明
日
に
は
必
ず
、
驚
き
や
感
動
を
忘
れ
て
し
ま
う
。
き
の
う
は
わ
た
し
、
ち
ょ
っ
と
異
常
だ
っ
た
な
、
で
済
ま
し
て
、
買
っ
た
ば
か
り
の
水
着
を
実

際
に
つ
け
て
脱
毛
の
範
囲
を
確
認
し
た
り
し
て
い
る
自
分
が
は
っ
き
り
と
想
像
で
き
た
。
イ
ン
ぺ
リ
ア
ル
・
ト
パ
ー
ズ
は
十
二
万
八
千
円
だ
。 

 

大
切
だ
と
感
じ
た
も
の
は
す
ぐ
に
手
に
入
れ
る
か
経
験
す
る
か
し
な
い
と
、
一
晩
か
二
晩
で
平
凡
な
も
の
に
変
質
し
て
し
ま
う
。
み
ん
な
そ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。

プ
ラ
ダ
の
チ
ェ
ー
ン
バ
ッ
グ
を
買
う
た
め
に
マ
ク
ド
ナ
ル
ド
で
半
年
バ
イ
ト
す
る
女
子
高
生
は
い
な
い
。 
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こ
う
し
た
描
写
を
重
ね
な
が
ら
、
村
上
は
、
人
び
と
の
欲
望
の
立
ち
上
が
り
方
に
静
か
だ
が
大
き
な
変
容
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
て
い
た
。
欲
望
の
こ
う

し
た
変
容
は
、
村
上
の
描
い
て
い
る
よ
う
に
、
時
間
感
覚
の
変
容
を
と
も
な
う
。
Ｂ

時
を
未
来
か
ら
現
在
へ
と
流
れ
来
る

、
、
、
、
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
現
在
か
ら
過
去
へ
と
流
れ
去

、
、
、

る、
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
感
覚
で
あ
る
。
い
ま
こ
ん
な
に
欲
し
く
て
た
ま
ら
な
い
指
輪
も
、
明
日
に
な
れ
ば
も
う
欲
し
く
な
く
な
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
…
…
。 

 

「
右
肩
上
が
り
」
の
時
代
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。
高
度
成
長
期
以
降
、
産
業
を
は
じ
め
人
び
と
の
行
動
様
式
は
時
を
先
駆
す
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（p

ro
ject

）

の
立
ち
上
げ
に
先
だ
っ
て
、
利
益
（p

ro
fit

）
の
あ
る
な
し
の
見
込
み
（p

ro
sp

ect

）
の
読
み
、
事
業
の
計
画
（p

ro
g
ram

）、
生
産
（p

ro
d
u
ctio

n

）
工
程
、
販
売
促
進
（p

ro
m

o
tio

n

）、

そ
し
て
約
束
手
形
（p

ro
m

isso
ry

 n
o

te

）
に
よ
る
支
払
い
、
事
業
の
進
展
（p

ro
g
ress

）
の
確
認
と
そ
の
後
の
ス
タ
ッ
フ
の
昇
進
（p

ro
m

o
tio

n

）
と
い
う
ぐ
あ
い
に
、
生
産
か
ら
営

業
ま
で
、
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
（p

ro
sp

ectiv
e

）
と
で
も
い
う
べ
き
前
傾
姿
勢
で
事
に
あ
た
っ
て
き
た
。「
先
に
」
と
か
「
予
め
」「
前
も
っ
て
」
を
意
味
す
る
接
頭
辞p

ro-

の
つ

く
行
動
の
、
見
事
な
ま
で
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
で
あ
る
。
先
に
ト
レ
ン
ド
を
読
み
、
先
に
事
業
を
起
こ
し
た
者
の
勝
ち
、
と
い
う
わ
け
だ
。 

 

川
上
か
ら
流
れ
て
く
る
も
の
を
い
ち
は
や
く
摑
む
こ
と
。
こ
れ
は
橋
の
上
に
立
っ
て
川
の
流
れ
（
＝
時
）
を
水
が
流
れ
来
る
方
向
に
向
か
っ
て
眺
め
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
だ
。

あ
る
事
業
を
興
し
、
や
り
遂
げ
る
と
き
の
そ
の
プ
ロ
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
な
心
性
は
、
し
か
し
事
業
に
か
ぎ
っ
た
こ
と
で
は
な
く
て
、
わ
た
し
た
ち
が
あ
る
予
定
や
計
画
を
立
て
て
、

そ
れ
を
目
標
に
い
く
つ
か
の
行
為
を
一
つ
ひ
と
つ
着
実
に
積
み
重
ね
て
ゆ
く
と
い
う
よ
う
な
生
き
方
を
支
え
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
と
は
反
対
に
、『
ラ
ブ
＆
ポ
ッ
プ
』

の
女
子
高
校
生
は
Ｘ

い
わ
ば
逆
方
向
を
見
て
い
る
。
橋
の
上
に
立
っ
て
も
足
下
の
水
が
川
下
へ
と
流
れ
去
り
、
や
が
て
消
え
て
ゆ
く
の
を
眺
め
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
い

ま
も
っ
と
も
リ
ア
ル
な
も
の
も
や
が
て
消
え
ゆ
く
こ
と
に
、
眼
を
止
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
時
は
こ
こ
で
は
、
こ
こ
ろ
の
と
き
め
き
や
ざ
わ
め
き
を
洗
い
流
す
だ
け
で
な
く
、
そ

も
そ
も
時
を
駆
る
そ
の
動
因
と
も
い
う
べ
き
欲
望
そ
の
も
の
を
も
萎
え
さ
せ
て
ゆ
く
。
先
の
女
子
高
校
生
の
つ
ぶ
や
き
に
は
、
い
ず
れ
消
え
ゆ
く
も
の
を
消
し
て
な
る
も
の
か
と

い
う
、
時
間
に
対
す
る
⑤

ツ
ウ
セ
ツ
な
ま
で
の
抗
い
が
な
い
。「
忘
れ
て
い
い
こ
と
と
、
忘
れ
た
ら
あ
か
ん
こ
と
と
、
そ
れ
か
ら
忘
れ
な
あ
か
ん
こ
と
」（
（
注
２
）

河
瀨
直
美
）
を
無

理
や
り
に
で
も
仕
分
け
る
ほ
か
な
い
と
い
う
悲
し
み
も
な
い
。
こ
こ
で
は
時
は
、
駆
る
も
の
、
整
え
る
べ
き
も
の
と
し
て
で
な
く
、
消
え
ゆ
く
も
の
と
し
て
あ
る
。 

 

時
間
は
わ
た
し
た
ち
人
間
の
〈
内
的
な
脆
弱
さ
〉
の
徴
だ
と
い
っ
た
人
が
い
る
が
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
お
も
っ
た
。
ち
な
み
に
（
注
３
）

マ
ッ
ク
ス
・
ピ
カ
ー
ト
も
、
第

二
次
世
界
大
戦
が
終
結
し
て
し
ば
ら
く
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
か
、
ニ
ュ
ー
ス
放
送
が
あ
っ
て
す
ぐ
に
そ
の
あ
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
が
流
れ
、
つ
づ
く
⑥

ロ
ウ
ド
ク
の
時
間

の
後
に
天
気
予
報
が
あ
る
と
い
っ
た
ラ
ジ
オ
番
組
の
編
成
に
「
内
的
連
関
の
喪
失
」
を
見
て
と
り
、
そ
れ
を
な
ん
の
抵
抗
も
な
く
受
け
容
れ
て
い
る
同
時
代
人
の
内
面
の
崩
壊
を

人
間
の
「
ア
ト
ム
化
」
と
呼
ん
だ
の
だ
っ
た
。「
原
子
」
は
か
れ
に
あ
っ
て
〈
分
裂
〉
の
徴
だ
っ
た
の
で
あ
る
。 

   

（
注
１
）
村
上
龍 

―
― 

日
本
の
小
説
家
、
映
画
監
督
、
脚
本
家
（
一
九
五
二
年
～
）。 

 

（
注
２
）
河
瀨
直
美 

―
― 

日
本
の
映
画
監
督
（
一
九
六
九
年
～
）。 

 

（
注
３
）
マ
ッ
ク
ス
・
ピ
カ
ー
ト 

―
― 

ス
イ
ス
の
医
師
、
著
述
家
（
一
八
八
八
年
～
一
九
六
三
年
）。 
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問
一 

傍
線
部
①
～
⑥
の
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
て
記
し
な
さ
い
。 

 

問
二 

次
の
ア
～
オ
の
「
時
」
に
関
す
る
慣
用
句
に
つ
い
て
、
空
欄
に
最
適
な
言
葉
を
漢
字
で
記
し
な
さ
い
。 

 

ア 

光
陰
【 

 
 
 
 

】
の
ご
と
し 

 
 
 
 
 
 

イ 

【 
 
 
 
 

】
は
寝
て
待
て 

ウ 

【 
 
 
 
 

】
の
上
に
も
三
年 

 
 
 
 
 
 

エ 

【 
 
 
 
 

】
は
人
を
待
た
ず 

オ 

早
起
き
は
【 

 
 
 
 

】
の
得 

 
 

 

問
三 

傍
線
部
Ｘ
「
い
わ
ば
」
を
使
っ
て
短
文
を
作
り
な
さ
い
。 

 

問
四 

傍
線
部
Ａ
「
心
が
既
に
ツ
ル
ン
と
し
て
い
る
の
に
自
分
で
気
付
い
た
」
と
あ
る
が
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。
４
０
字
程
度
で
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
五 

傍
線
部
Ｂ
「
時
を
未
来
か
ら
現
在
へ
と
流
れ
来
る

、
、
、
、
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
現
在
か
ら
過
去
へ
と
流
れ
去
る

、
、
、
、
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
感
覚
で
あ
る
」
に
関
す
る
次
の
２

つ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

（ⅰ

）「
時
を
未
来
か
ら
現
在
へ
と
流
れ
来
る
も
の
」
と
し
て
「
受
け
と
め
る
感
覚
」
は
、
わ
た
し
た
ち
の
ど
の
よ
う
な
生
き
方
に
関
連
す
る
も
の
か
。【 

 
 
 
 

】
に
最

適
な
４
１
字
の
部
分
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
、
そ
の
最
初
と
最
後
の
５
字
を
記
し
な
さ
い
（
句
読
点
等
も
字
数
に
含
む
）。 

  
 
 

【 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

】
と
い
う
生
き
方
。 

  

（ⅱ

）
「
時
」
を
「
現
在
か
ら
過
去
へ
と
流
れ
去
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
感
覚
」
で
は
、「
時
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
あ
る
か
。
４
０
字
程
度
で
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
六 

あ
な
た
に
と
っ
て
「
忘
れ
て
は
い
け
な
い
」
思
い
出
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
理
由
を
含
め
て
自
由
に
記
し
な
さ
い
。 


