
注
　
意
　
事
　
項

1
．
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
る
ま
で
、
こ
の
問
題
冊
子
を
開
い
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

2
．�

問
題
冊
子
は
一
冊（
六
頁
）、
解
答
用
紙
は
二
枚
、
下
書
用
紙
は
二
枚
で
す
。
落
丁
、
乱
丁
、
印
刷
不
鮮
明
の
箇
所
等
が
あ
っ
た
場
合
に
は
申
し
出

て
く
だ
さ
い
。

3
．
氏
名
と
受
験
番
号
は
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

4
．
解
答
は
指
定
の
解
答
用
紙
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

5
．
解
答
用
紙
は
持
ち
帰
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

6
．
問
題
冊
子
と
下
書
用
紙
は
持
ち
帰
っ
て
く
だ
さ
い
。

’17

前�

期�

日�

程

国
語
小
論
文
（
教
育
学
部
）



1

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
出
題
の
都
合
に
よ
り
、
本
文
に
は
一
部
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。

漢
字
の
長
所

漢
字
と
い
う
の
は
表
意
力
が
強
い
の
で
、
イ
メ
ー
ジ
を
湧
か
せ
る
の
に
向
い
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
わ
し
づ
か
み
」と
い
う
語
が
あ
り
ま
す

が
、
こ
れ
を「
鷲
摑
み
」と
す
る
と
、
鷲
が
鋭
い
爪
で
獲
物
を
が
し
っ
と「
わ
し
づ
か
み
」す
る
様
子
が
想
起
さ
れ
、
意
味
が
明
確
に
伝
わ
り
ま
す
。

花
の「
あ
じ
さ
い
」と
鳥
の「
あ
じ
さ
し
」は
文
字
に
す
る
と
ほ
と
ん
ど
違
い
が
な
く
、
混
同
し
が
ち
で
す
が
、
漢
字
で「
紫
陽
花
」と「
鰺
刺
」と
書
く

と
、
意
味
が
明
確
に
伝
わ
り
ま
す
。
と
く
に
、
鳥
の「
鰺
刺
」は
、
上
空
か
ら
海
面
に
頭
か
ら
一
気
に
飛
び
こ
ん
で
、
魚
の
ア
ジ
を
一
刺
し
で
捕
ら
え

る
様
子
が
文
字
に
表
れ
、
こ
れ
な
ら
ば
意
味
を
忘
れ
な
さ
そ
う
で
す
。

ほ
か
に
も
、「
い
れ
た
て
の
コ
ー
ヒ
ー
」は
、「
淹
れ
た
て
の
珈
琲
」と
す
る
だ
け
で
、
香
り
と
味
が
ア
ッ
プ
し
そ
う
で
す
。「
ひ
っ
ぱ
り
だ
こ
」も
、

「
引
っ
張
り
蛸
」と
す
る
と
、
人
気
者
の
蛸
が
八
本
の
足
を
四
方
八
方
か
ら
引
か
れ
て
い
る
様
子
が
目
に
浮
か
び
ま
す
し
、「
引
っ
張
り
凧
」と
す
る

と
、
大
空
を
舞
う
凧
が
や
は
り
糸
で
あ
っ
ち
こ
っ
ち
か
ら
引
か
れ
て
い
る
様
子
を
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
両
方
と
も
間
違
い
で
は
な
い
の
で

す
が
、
語
源
的
に
は「
蛸
」の
ほ
う
が「
凧
」よ
り
も
古
い
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
は
、
物
作
り
の
職
人「
た
く
み
」は
、
動
詞「
巧
む
」の
連
用
形
に
由
来
し
ま
す
が
、
技
巧
の「
巧
み
」か
、
細
工
の「
工た

く
み

」か
、
意
匠
の「
匠た
く
み

」

か
で
イ
メ
ー
ジ
が
違
っ
て
き
そ
う
で
す
。
た
だ
、
い
ず
れ
で
も
、
美
を
作
り
だ
す「
た
く
み
」の
技
が
い
っ
そ
う
引
き
立
ち
ま
す
。

同
音
異
義
に
た
い
す
る
同
訓
異
字
と
い
う
も
の
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。「
堅
い
」「
硬
い
」「
固
い
」の
よ
う
に
、
同
じ
訓
を
持
つ
異
な
る
漢
字
の
組

み
合
わ
せ
で
す
。

た
と
え
ば
、「
合
併
で
会
社
が
大
き
く
か
わ
る
」で
は
、
変
化
な
の
で「
変
わ
る
」が
、「
部
長
に
か
わ
っ
て
出
席
す
る
」で
は
、
代
理
な
の
で「
代
わ
る
」

が
、「
我
が
社
の
ト
ッ
プ
が
か
わ
る
」で
は
、
交
替
な
の
で「
替
わ
る
」が
使
わ
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、「
か
わ
る
」と
い
う
同
じ
語
が
、
ど
の
よ
う
な

漢
字
を
選
ぶ
か
で
、
意
味
が
違
っ
て
見
え
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
同
訓
異
字
の
力
で
す
。「
暑
い
」と「
熱
い
」、「
暖
か
い
」と「
温
か
い
」の
区
別
な
ど

も
同
訓
異
字
に
よ
る
も
の
で
す
。

1
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漢
字
の
弱
点

一
方
、
漢
字
の
弱
さ
は
音
声
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
読
め
な
く
て
も
意
味
は
何
と
な
く
わ
か
る
の
で
、
そ
れ
で
何
と
か
な
っ
て
し
ま
う
場
合
も
少
な

く
あ
り
ま
せ
ん
。

次
の
傍
線
部
の
漢
字
は
ど
の
よ
う
に
読
む
で
し
ょ
う
か
。

①
相
好
を
崩
す　
　
　

②
毒
舌
の
友
人　
　
　

③
あ
な
た
と
の
続
柄　
　
　

④
写
真
の
貼
付
欄　
　
　

⑤
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
の
筐
体

答
え
を
順
に
示
す
と
、
①「
そ
う
ご
う
」、
②「
ど
く
ぜ
つ
」、
③「
つ
づ
き
が
ら
」、
④「
ち
ょ
う
ふ
」、
⑤「
き
ょ
う
た
い
」で
す
。

①
を「
あ
い
こ
う
」、
②
を「
ど
く
じ
た
」、
③
を「
ぞ
く
が
ら
」、
④
を「
は
り
つ
け
」、
⑤
を「
く
た
い
」の
よ
う
に
読
ん
で
し
ま
う
人
も
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
読
ん
で
も
、
意
味
さ
え
わ
か
っ
て
い
れ
ば
、
最
低
限
の
理
解
は
可
能
で
す
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
、
い
ざ
声

を
出
し
て
読
ん
だ
と
き
に
恥
ず
か
し
い
思
い
を
し
て
し
ま
い
ま
す
し
、
漢
字
に
よ
っ
て
は
誤
解
を
生
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、「
紙
魚
」「
衣
魚
」を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。「
し
み
」と
読
み
ま
す
。
茶
色
が
か
っ
た
薄
い
銀
色
を
し
た
虫
で
、
本
を
食
い
荒
ら
す
こ
と

か
ら「
紙
魚
」、
衣
類
を
食
い
荒
ら
す
こ
と
か
ら「
衣
魚
」と
表
記
さ
れ
ま
す
。
な
か
な
か
う
ま
い
ネ
ー
ミ
ン
グ
だ
と
思
い
ま
す
が
、
初
め
て
見
た
人

は
、
読
み
方
が
わ
か
ら
な
い
た
め
に
、
魚
の
仲
間
か
と
思
っ
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、「
生
物
」も
注
意
が
必
要
で
す
。「
せ
い
ぶ
つ
」と
読
ま
せ
る
の
は
よ
い
の
で
す
が
、「
い
き
も
の
」「
な
ま
も
の
」と
読
ま
せ
た
い
と
き
は
避
け

た
ほ
う
が
よ
い
で
し
ょ
う
。「
い
き
も
の
」は「
生
き
物
」、「
な
ま
も
の
」は「
生
も
の
」が
安
全
だ
と
思
い
ま
す
。

「
表
面
」や「
空
缶
」も
要
注
意
で
す
。「
表
面
」は
、「
ひ
ょ
う
め
ん
」な
ら
ば
こ
う
表
記
す
る
し
か
な
い
で
し
ょ
う
が
、「
プ
リ
ン
ト
の
表
面
」の
よ
う

な
場
合
は
、「
お
も
て
面
」の
ほ
う
が
安
全
で
す
。「
プ
リ
ン
ト
の
表
面
」を
な
で
て
も
、
す
べ
す
べ
し
て
い
る
だ
け
で
字
は
読
め
ま
せ
ん
。

「
空
缶
」は
、
通
常
は「
あ
き
か
ん
」と
読
む
と
思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
ビ
ー
ル
工
場
に
見
学
に
行
っ
た
と
き
に
、「
く
う
か
ん
」と
読
む
と
い
う
こ
と

を
初
め
て
知
り
ま
し
た
。
液
体
が
入
る
ま
え
の
も
の
は「
く
う
か
ん
」、
液
体
を
飲
ん
だ
あ
と
の
も
の
は「
あ
き
か
ん
」と
い
う
区
別
が
あ
る
の
だ
そ
う

で
す
。
そ
こ
で
、「
あ
き
か
ん
」と
読
ま
せ
た
い
場
合
は「
空
き
缶
」と
送
り
仮
名
を
あ
い
だ
に
入
れ
た
ほ
う
が
、
誤
解
が
な
さ
そ
う
で
す
。

漢
字
の
ク
イ
ズ
に
よ
く
出
て
く
る
、
漢
字
表
現
の
和
語
副
詞
も
読
者
泣
か
せ
で
す
。
次
の
漢
字
は
ど
の
よ
う
に
読
む
で
し
ょ
う
か
。



3

⑥
固
よ
り　
　
　

⑦
偏
に　
　
　

⑧
徒
に　
　
　

⑨
頗
る　
　
　

⑩
強
ち

⑥
は「
も
と
よ
り
」、
⑦
は「
ひ
と
え
に
」、
⑧
は「
い
た
ず
ら
に
」、
⑨
は「
す
こ
ぶ
る
」、
⑩
は「
あ
な
が
ち
」で
す
。

「
徐
に
」「
専
ら
」「
挙
っ
て
」「
予
て
」「
頻
り
に
」は
、
順
に「
お
も
む
ろ
に
」「
も
っ
ぱ
ら
」「
こ
ぞ
っ
て
」「
か
ね
て
」「
し
き
り
に
」と
読
み
、
こ
れ
ら
も
難

し
い
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
漢
字
が
意
味
を
引
き
だ
す
手
が
か
り
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
、
⑥
か
ら
⑩
の
よ
う
な
も
の
は
、
漢
字
か
ら
意
味
を
引
き

だ
す
の
が
か
な
り
難
し
く
、
漢
字
表
記
が
マ
イ
ナ
ス
に
働
く
例
で
す
。

ま
た
、
同
音
異
義
語
が
多
い
の
も
漢
字
の
泣
き
ど
こ
ろ
で
す
。「
と
う
き
は
…
…
」と
言
わ
れ
て
も
、
状
況
に
合
わ
せ
て
漢
字
を
想
起
し
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
飛
行
機
の
な
か
で
は「
当
機
は
」で
し
ょ
う
し
、
経
済
新
聞
を
読
ん
で
い
る
と
き
は「
投
機
は
」で
し
ょ
う
。
ゴ
ミ
の
話
題
な
ら
ば「
投

棄
は
」で
し
ょ
う
し
、
お
金
持
ち
の
リ
ビ
ン
グ
で
は「
陶
器
は
」で
し
ょ
う
。
不
動
産
会
社
で
は「
登
記
は
」で
し
ょ
う
し
、
寒
い
地
域
で
は「
冬
期
は
」

で
し
ょ
う
。

漢
字
の
表
意
力
が
強
い
の
も
、
と
き
に
は
曲く
せ

者も
の

で
す
。
中
国
人
は
日
本
語
に
つ
い
て
の
知
識
が
な
く
て
も
日
本
語
の
文
章
が
あ
る
程
度
読
め
ま
す

し
、
日
本
人
も
中
国
語
の
知
識
が
な
く
て
も
中
国
語
の
文
章
が
あ
る
程
度
読
め
ま
す
。
し
か
し
、
有
名
な「
手
紙
」（
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
）や「
汽

車
」（
自
動
車
）の
例
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
意
味
の
違
う
言
葉
も
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

私
自
身
は
、
中
国
人
相
手
の
と
き
は
、
日
本
語
が
で
き
る
相
手
で
あ
っ
て
も
、「
ご
自
愛
く
だ
さ
い
」と
い
う
表
現
を
避
け
る
よ
う
に
し
て
い
ま

す
。
そ
れ
は
、
中
国
で
は
、
乱
れ
た
生
活
を
し
て
い
る
人
に
、「
も
っ
と
自
分
を
大
切
に
し
な
さ
い
」と
、
慎
む
よ
う
に
言
う
と
き
に
使
う
言
葉
だ
か

ら
で
す
。

中
国
に
行
っ
た
と
き
、
中
国
人
の
大
学
の
先
生
に
、
観
光
地
の
旅
館
に
あ
っ
た
中
国
語「
日
式
湯
屋
」の
写
真
を
見
せ
て
も
ら
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん「
日
本
風
温
泉
」と
い
う
意
味
な
の
で
す
が
、
そ
こ
に
記
さ
れ
て
い
た
日
本
語
の
訳
語
は「
和
風
の
ス
ー
プ
屋
」で
し
た
。
た
し
か
に
中

国
語
の「
湯
」の
第
一
の
意
味
は「
ス
ー
プ
」で
す
。
日
本
語
を
知
ら
な
い
人
が
訳
し
た
の
で
し
ょ
う
が
、
辞
書
の
怖
さ
を
痛
感
す
る
例
で
す
。

ま
た
、
そ
の
漢
字
が
派
生
的
意
味
を
表
す
場
合
、
漢
字
を
使
わ
ず
、
片
仮
名
を
使
っ
た
ほ
う
が
意
味
を
取
り
や
す
く
な
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、「
山
が
外
れ
る
」「
骨
を
つ
か
む
」「
壺
を
外
す
」「
鴨
に
す
る
」は
、「
山
」「
骨
」「
壺
」「
鴨
」と
い
う
漢
字
か
ら
す
ぐ
に
意
味
が
想
起
さ
れ
る
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わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、「
ヤ
マ
が
外
れ
る
」「
コ
ツ
を
つ
か
む
」「
ツ
ボ
を
外
す
」「
カ
モ
に
す
る
」と
書
い
た
ほ
う
が
、
派
生
的
意
味
を
表
し

て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
、
音
か
ら
意
味
に
結
び
つ
き
や
す
く
な
る
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
漢
字
は
表
意
力
の
強
い
文
字
と
し
て
意
味
の
喚
起
に
力
を
発
揮
す
る
反
面
、
そ
の
長
所
が
弱
点
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

を
補
う
意
味
で
、
平
仮
名
や
片
仮
名
を
上
手
に
取
り
混
ぜ
る
こ
と
が
語
彙
力
強
化
に
も
つ
な
が
り
ま
す
。

（
石
黒
圭『
語
彙
力
を
鍛
え
る　

量
と
質
を
高
め
る
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
』光
文
社
新
書　

二
〇
一
六
）

問　
「
漢
字
の
長
所
」と「
漢
字
の
弱
点
」に
つ
い
て
の
筆
者
の
見
解
を
ま
と
め
、
そ
れ
に
対
す
る
あ
な
た
の
考
え
を
具
体
的
に
語
例
を
挙
げ
て
述
べ
な

さ
い
。（
八
〇
〇
字
以
内
）
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次
の
文
章
は
、
和
歌（
短
歌
）の
解
釈
に「
演
技
」と
い
う
視
点
を
持
ち
込
ん
だ
評
論
で
あ
る
。
読
ん
で
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。
な
お
、
出
題
の
都

合
に
よ
り
、
本
文
に
は
一
部
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
。

斎
藤
茂
吉
も
理
想
と
し
た
、
素
朴
・
雄ゆ
う

渾こ
ん

を
謳う
た

わ
れ
る
古
代
の
歌
集『
万
葉
集
』な
ら
、
演
技
な
ど
と
は
無
縁
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は

な
い
。

天
皇
、
蒲か
ま

生ふ

野の

に
遊み
か
り猟
す
る
時
に
、
額
田
王
の
作
る
歌

あ
か
ね
さ
す
紫
む
ら
さ
き

野の

行ゆ

き
標し
め

野の

行
き
野の

守も
り

は
見
ず
や
君
が
袖
振
る　
（
万
葉
集
・
巻
一
・
雑
歌
・
二
〇
）

皇ひ
つ
ぎ
の
み
こ

太
子
の
答
ふ
る
御
歌　

明あ
す
か
の
み
や

日
香
宮
に
天
の
下
治
め
た
ま
ふ
天
皇
、
諡
お
く
り
な

を
天
武
天
皇
と
い
ふ

紫
の
に
ほ
へ
る
妹い
も

を
憎
く
あ
ら
ば
人
妻
ゆ
ゑ
に
我あ
れ

恋
ひ
め
や
も　
（
同
・
二
一
）

『
万
葉
集
』の
初
期
を
代
表
す
る
歌
人
、
額ぬ
か
た
の田
王
お
お
き
み

と
大お
お
あ
ま
の

海
人
皇み

子こ

の
、
著
名
な
や
り
と
り
で
あ
る
。
一
見
す
る
と
、「
人
妻
」で
あ
る
額
田
王
に
恋

す
る
気
持
ち
を
抑
え
が
た
い
大
海
人
皇
子（
後
の
天
武
天
皇
）と
、
そ
れ
を
い
さ
め
よ
う
と
す
る
額
田
王
、
と
い
う
不
倫
の
恋
の
や
り
と
り
に
見
え

る
。
し
か
し
そ
れ
だ
と
理
屈
に
合
わ
な
い
。
恋
歌
な
ら「
相そ
う

聞も
ん

」と
い
う
部ぶ

立だ
て（
分
類
）に
入
っ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
こ
れ
は「
雑ぞ
う

歌か

」に
入
っ
て
い

る
。「
雑
歌
」と
い
う
部
立
は
、『
万
葉
集
』で
は
公
的
な
歌
が
多
く
集
め
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
だ
。
そ
も
そ
も
、
天
皇
の「
妻
」に
皇
太
子
が
恋
を

し
か
け
る
よ
う
な
、
危
険
き
わ
ま
り
な
い
歌
が
、
堂
々
と
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、
不
審
き
わ
ま
り
な
い
。
そ
こ
で
こ
の
歌
に
つ
い
て
は
、

遊
猟
と
い
う
公
的
行
事
の
宴
席
の
場
の
座
興
と
し
て
、
あ
た
か
も
恋
人
ど
う
し
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
二
人
が
演
じ
た
歌
だ
、
と
い
う
意
見
が
有

力
で
あ
る
。
天
智
天
皇
の
宮
廷
の
重
要
人
物
で
あ
る
二
人
の
、
さ
し
ず
め
息
の
ぴ
っ
た
り
合
っ
た
ラ
ブ
・
シ
ー
ン
の
共
演
と
で
も
言
え
よ
う
か
、
さ

ぞ
か
し
宮
廷
人
た
ち
も
、
興
奮
を
抑
え
が
た
か
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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特
殊
な
歌
ば
か
り
を
取
り
上
げ
て
演
技
な
ど
と
言
わ
れ
て
も
疑
問
だ
、
和
歌
は
詩
で
あ
り
、
詩
は
真
情
を
吐
露
す
る
も
の
だ
ろ
う
、
演
技
と
は
現

実
と
は
違
う
虚
構
の
行
為
で
あ
っ
て
、
お
前
は
和
歌
を
嘘
の
産
物
だ
と
言
う
の
か
、
と
叱
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
だ
が
、
多
く
の
物
語
や
小
説
と
同

様
、
和
歌
に
お
い
て
も
虚
構
と
真
実
と
は
同
居
が
可
能
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
事
実
を
詠
ん
で
い
る
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
現
代
短
歌
で
考
え
て

み
よ
う
。

「
こ
の
味
が
い
い
ね
」と
君
が
言
っ
た
か
ら
七
月
六
日
は
サ
ラ
ダ
記
念
日

戦
後
短
歌
で
空
前
の
大
ヒ
ッ
ト
と
な
っ
た
歌
集『
サ
ラ
ダ
記
念
日
』の
、
タ
イ
ト
ル
の
由
来
と
な
っ
た
短
歌
で
あ
る
。
こ
の
著
名
な
一
首
に
対
し
、

作
者
俵た
わ
ら

万ま

智ち

氏
自
身
が
、『
短
歌
を
よ
む
』と
い
う
本
の
中
で
、
そ
の
制
作
過
程
の
内
幕
を
明
か
し
て
い
る
。
俵
氏
に
よ
れ
ば
、
歌
わ
れ
て
い
る
内

容
に
類
似
す
る
経
験
は
確
か
に
あ
っ
た
、
し
か
し
、
褒
め
ら
れ
た
料
理
は
カ
レ
ー
味
の
か
ら
揚
げ
で
あ
り
、
そ
の
日
は「
七
月
六
日
」で
も
な
か
っ

た
、
と
言
う
の
だ
。
事
実
に
即
し
た
初
案
の「
カ
レ
ー
味
の
か
ら
揚
げ
」「
六
月
七
日
」で
は
、
言
葉
と
し
て
の
意
味
や
音
調
が
ど
う
し
て
も
重
い
。
重

い
と
、
あ
の
時
自
分
が
感
じ
た
思
い
が
正
し
く
伝
わ
ら
な
い
。
だ
か
ら
推
敲
し
て
今
の
よ
う
に
変
え
た
、
と
い
う
こ
と
の
よ
う
だ
。
真
実
を
表
す
た

め
に
は
、
か
え
っ
て
嘘
を
つ
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
言
え
ば
よ
か
ろ
う
か
。
作
者
は
、
男
性
に
サ
ラ
ダ
を
食
べ
さ
せ
る
女
性
を
演
じ
る
こ
と

で
、
自
分
の
体
験
を
正
し
く
取
り
戻
し
た
の
で
あ
る
。

（
渡
部
泰
明『
和
歌
と
は
何
か
』岩
波
新
書　

二
〇
〇
九
）

問　

傍
線
部
の
主
張
を
ふ
ま
え
、
文
学
に
お
け
る「
虚
構
と
真
実
」の
関
係
に
つ
い
て
、
あ
な
た
の
考
え
を
、
事
例
に
即
し
つ
つ
述
べ
な
さ
い
。 

（
四
〇
〇
字
以
内
）
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