
 
 
 

〈お詫びと訂正〉   
 

 
2021 年 10 月実施小 5 第 3 回合判模試におきまして、以下の誤植がありました。 
 
 
国語 ４ 設問文 
（誤）「の―線部の」→（正）「で使われている」 

 
 
 
 受験生及び保護者、関係者の方々に多大なご迷惑をおかけしたことを深く反省し、お

詫びするとともに、今後このようなことが起らないよう作問業務のチェック体制を徹底

し、再発防止に万全を期す所存でございます。 
 

株式会社 首都圏中学模試センター 
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【
解　

説
】

　
�　

瀧た
き

羽わ

麻あ
さ

子こ

の
『
あ
り
え
な
い
ほ
ど
う
る
さ
い
オ
ル
ゴ
ー
ル
店
』（
幻げ
ん

冬と
う

舎し
ゃ

）
か
ら
出
題
し
ま
し
た
。
自
信
が
ゆ
ら
ぎ
、
自
分
の
進
む
べ
き
道
に

迷
っ
た
香か

音の
ん

が
、
ふ
ら
り
と
立
ち
寄
っ
た
オ
ル
ゴ
ー
ル
店
で
の
出
会
い

を
き
っ
か
け
に
自
分
を
取
り
戻も
ど

す
物
語
で
す
。
本
文
は
、
回
想
シ
ー
ン

が
挟は
さ

ま
れ
る
た
め
に
、
時じ

系け
い

列れ
つ

通
り
に
で
き
ご
と
が
書
か
れ
て
い
ま
せ

ん
。
物
語
の
流
れ
と
、
香
音
の
気
持
ち
の
移
り
変
わ
り
を
丁て
い

寧ね
い

に
読
み

取
り
ま
し
ょ
う
。

問
一　

Ａ
２ 

関
係
づ
け 
知
識

　
　

ⓐ
の
後
に
「
気
を
悪
く
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
あ
る
の
で
、
ア

の
「
い
ら
い
ら
」
は
不
適
切
で
す
。
ⓒ
の
直
後
に
「
見
つ
め
ら
れ
」
と

あ
る
の
で
、
し
つ
こ
く
繰く

り
返
し
て
言
う
さ
ま
を
い
う
、
イ
の
「
く
ど

く
ど
」
は
入
り
ま
せ
ん
。
ⓓ
の
直
前
に
「
返
事
を
待
た
ず
に
」
と
あ
る

こ
と
か
ら
、
店
員
さ
ん
に
何
か
考
え
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
す
ぐ
に
実
行

し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
エ
の
「
す
ご

す
ご
」
は
不
適
切
で
す
。

問
二　

Ａ
２ 

知
識 

比
較

　
　

ⓧ
「
気
前
」
と
は
さ
っ
ぱ
り
し
た
気き

性し
ょ
う

の
こ
と
。
特
に
お
金
や
物
な

ど
を
お
し
げ
も
な
く
人
に
あ
た
え
る
性
質
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。「
た

だ
で
持
っ
て
い
っ
て
い
い
と
…
す
す
め
て
く
れ
た
」
と
い
う
こ
と
も
ヒ

ン
ト
に
な
り
ま
す
。

　
　

ⓨ
「
洗あ
ら

い
ざ
ら
い
」
と
は
残
し
た
り
隠か
く

し
た
り
せ
ず
、
す
べ
て
出
す

さ
ま
。「
こ
の
ひ
と
に
な
ら
、
わ
か
っ
て
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か
…

香
音
の
胸む
ね

の
奥お
く

底そ
こ

で
響ひ
び

い
て
い
る
音
楽
を
み
ご
と
に
聴き

き
と
っ
て
み
せ

た
、
彼か
れ

に
な
ら
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
香
音
は
店
員
さ
ん
に
心
を
開
き
、

彼
を
と
て
も
信し
ん

頼ら
い

し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
こ
と
を
ヒ
ン

ト
に
考
え
ま
し
ょ
う
。

問
三　

B
1 

分
類

　
　

物
語
を
読
む
と
き
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
（
登
場
人
物
・
時
間
・
場
所
）

を
し
っ
か
り
想
像
し
な
が
ら
読
み
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
中
で

お
き
る
で
き
ご
と
、
そ
れ
に
伴と
も
な

う
心
情
の
変
化
を
お
さ
え
て
い
く
こ

と
が
大
切
で
す
。
A
・
C
は
オ
ル
ゴ
ー
ル
店
で
の
店
員
さ
ん
と
香
音
の

や
り
と
り
、
B
・
D
は
南
先
生
の
家
の
門
の
前
で
の
母
親
と
香
音
の
や

り
と
り
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
A
は
店
員
さ
ん
に
讃さ
ん

美び

歌か

が
流
れ
る
一

つ
目
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
を
出
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
、
C
は
バ
イ
エ
ル
が
流

れ
る
二
つ
目
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
を
出
し
て
も
ら
い
、
店
を
飛
び
出
し
た
こ

と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
B
は
母
親
と
出
く
わ
し
た
こ
と
、
D
は
母
親

に
自
分
の
決
心
を
語
っ
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
流

れ
は
A
→
C
→
B
→
D
に
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
C
の
で
き
ご
と

で
、
香
音
の
気
持
ち
に
大
き
な
変
化
が
あ
っ
た
こ
と
を
読
み
と
り
ま
し

ょ
う
。

問
四　

B
1 

理
由 

比
較

　
　

―
線
①
直
後
に
「
つ
い
さ
っ
き
、
教
会
で
ひ
さ
び
さ
に
思
い
返
し

て
い
た
曲
だ
っ
た
」
と
あ
る
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
こ
の
讃
美
歌

は
、
香
音
が
少
し
も
否ひ

定て
い

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
何
も
考
え
ず
に
ピ
ア
ノ

を
弾ひ

く
こ
と
だ
け
を
楽
し
め
て
い
た
「
安
ら
か
な
日
々
」
の
思
い
出
の

曲
で
す
。
そ
の
曲
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
を
、
初
め
て
会
っ
た
店
員
さ
ん
が
選

び
だ
し
て
き
た
こ
と
に
香
音
は
驚お
ど
ろ

い
て
い
る
の
で
す
。
ア
直
後
に
「
讃

美
歌
？
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
音
の
よ
さ
よ
り
も
、
そ
の
曲
自
体
に
驚

い
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
ウ

―
線
①
を
読
む
と
、メ
ロ
デ
ィ
ー

1
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が
流
れ
て
す
ぐ
に
驚
い
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
選せ
ん

択た
く

肢し

の
「
懐な
つ

か
し
い
讃
美
歌
を
聞
く
う
ち
に
…
気
づ
い
た
」
で
は
時
間
が
か
か
り
す

ぎ
て
い
ま
す
。
エ
「
賞
賛
を
浴
び
る
重
圧
に
負
け
ま
い
」「
練
習
に
打

ち
込こ

ん
で
い
た
」
な
ど
の
表
現
が
「
安
ら
か
な
日
々
」
と
い
う
本
文
中

の
表
現
と
合
わ
な
い
の
で
不
適
切
で
す
。

問
五　

B
1 

理
由 
比
較

　
　

―
線
②
の
直
前
に
あ
る
、「
い
い
音
ね
。
不
意
に
、
南
先
生
の
声

が
香
音
の
耳
も
と
で
響ひ
び

い
た
」
に
注
目
し
ま
し
ょ
う
。
香
音
は
南
先
生

の
レ
ッ
ス
ン
を
す
っ
ぽ
か
し
て
、
こ
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
店
に
い
ま
す
。
そ

し
て
、南
先
生
の
「
い
い
音
ね
」
は
、D
に
あ
る
よ
う
に
、香
音
が
「『
そ

う
い
う
世
界
』に
飛
び
こ
も
う
と
」「
自
分
で
決
め
」る
き
っ
か
け
に
な
っ

た
大
事
な
言
葉
で
す
。
自
分
を
認
め
て
く
れ
た
南
先
生
の
レ
ッ
ス
ン
を

す
っ
ぽ
か
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
申
し
訳
な
さ
で
い
た
た
ま
れ
な
く

な
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
答
え
は
ア
と
い
う
こ
と
に

な
り
ま
す
。
イ
「
母
親
に
ば
れ
た
ら
ど
う
し
よ
う
」
と
い
う
気
持
ち
は

こ
こ
か
ら
は
読
み
取
れ
ま
せ
ん
。
ウ
「
認
め
て
も
ら
い
た
い
が
た
め
に

ピ
ア
ノ
に
打
ち
込
ん
で
き
た
」
ま
た
、
エ
「
あ
き
ら
め
た
方
が
い
い
と

言
わ
れ
た
」
は
本
文
中
に
は
示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

問
六　

B
1 

具
体
化

　
　

時
系
列
で
い
う
と
、
B
の
前
は
C
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。

―
線
③
の
香
音
の
気
持
ち
の
ヒ
ン
ト
は
、
C
に
書
か
れ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
ま
す
。
C
の
最さ
い

終し
ゅ
う

段だ
ん

落ら
く

に
、「
無
性
に
ピ
ア
ノ
を
弾
き
た
か
っ
た
。

一い
っ

刻こ
く

も
早
く
鍵け
ん

盤ば
ん

に
さ
わ
り
た
く
て
た
ま
ら
な
か
っ
た
。」
と
い
う
香
音

の
気
持
ち
が
具
体
的
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

問
七　

B
２ 

理
由 

推
論

　
　

驚
く
の
は
「
～
だ
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
実
際
は
…
だ
っ
た
」
時
で

す
。
母
親
が
「
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
こ
わ
い
顔
」
と
表
現
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
香
音
は
母
親
の
声
を
聞
く
ま
で
、
母
親
が
レ
ッ
ス
ン
を

す
っ
ぽ
か
し
た
こ
と
を
怒お
こ

っ
て
い
る
と
思
い
こ
ん
で
い
ま
し
た
。
し
か

し
、
実
際
は
、「『
ど
れ
だ
け
心
配
し
た
と
思
っ
て
る
の
？
』
頭
の
上
か

ら
降ふ

っ
て
き
た
声
は
、
頼た
よ

り
な
く
震ふ
る

え
て
い
た
。」
と
あ
る
よ
う
に
、

母
親
は
心
配
で
、
不
安
な
気
持
ち
で
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。

こ
の
二
つ
の
内
容
を
「
～
の
に
…
か
ら
。」
の
形
に
落
と
し
込
ん
で
書

く
と
書
き
や
す
い
で
し
ょ
う
。

　

※�　

設
問
の
指
示
や
字
数
・
文
字
指
定
に
従し
た
が

っ
て
い
な
い
も
の
は
不
正

解
と
し
ま
す
。
た
だ
し
、
誤ご

字じ

脱だ
つ

字じ

が
一
つ
の
場
合
は
減
点
１
点
、

二
つ
あ
る
場
合
は
減
点
２
点
、
そ
れ
以
上
は
不
正
解
と
し
ま
す
。
ま

た
解
答
の
説
明
に
過
不
足
が
あ
る
場
合
は
減
点
３
点
と
し
ま
す
。

問
八　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
⑤
の
直
後
に
「
お
願
い
。
正
直
に
教
え
て
。
お
母
さ
ん
、
怒

ら
な
い
か
ら
。
香
音
の
や
り
た
い
よ
う
に
や
っ
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
る
」

と
あ
る
よ
う
に
、
母
親
は
香
音
の
本
心
を
聞
き
た
い
、
母
親
の
意
見
で

は
な
く
、
香
音
の
選
択
を
尊そ
ん

重ち
ょ
う

し
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。
で
す
か
ら
、

―
線
⑤
の
母
親
の
姿し

勢せ
い

は
、
対
等
な
立
場
で
香

音
の
意
見
を
聞
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
の
表
れ
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

イ
「
意
見
を
交
わ
し
た
い
」
の
で
は
な
く
、
香
音
の
意
見
を
聞
き
た
い

の
で
す
。
ア
「
も
ど
か
し
く
、
ま
た
さ
び
し
い
」
ウ
「
な
ん
と
か
許
し

て
ほ
し
い
」
気
持
ち
も
な
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
、
こ
の
母
親
の
行
動

か
ら
は
香
音
の
本
心
を
ま
ず
聞
い
て
お
き
た
い
と
い
う
気
持
ち
の
方
が

よ
く
表
れ
て
い
ま
す
。
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問
九　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

讃
美
歌
（
幼お
さ
な

い
こ
ろ
、
厳き
び

し
い
評
価
に
さ
ら
さ
れ
ず
、
好
き
な
よ
う

に
弾
い
て
い
た
こ
ろ
の
思
い
出
の
曲
）
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
か
、
バ
イ
エ
ル

（
香
音
の
胸
の
奥
底
で
響
い
て
い
る
音
楽
）
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
か
を
選
ぶ

場
面
で
す
。
で
す
か
ら
、
こ
の
「
耳
を
す
ま
す
」
は
自
分
の
心
の
声
を

聞
こ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
し
て
ど
ち
ら
の
オ
ル
ゴ

ー
ル
を
選
択
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
香
音
の
ピ
ア
ノ
へ
の
向
き
合
い

方
を
選
択
す
る
こ
と
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
ア
「
ど
ち

ら
の
オ
ル
ゴ
ー
ル
が
す
ば
ら
し
い
か
…
音
を
聞
き
比
べ
よ
う
」
ウ
「
音

色
を
楽
し
も
う
」
と
い
う
、「
聞
く
」
そ
の
も
の
の
意
味
の
選
択
肢
は

不
適
切
で
す
。
イ
こ
の
場
面
で
「
母
親
に
…
打
ち
明
け
よ
う
」
と
い
う

決
心
は
つ
い
て
い
ま
せ
ん
。

問
十　

B
1 

具
体
化 

　
　

問
九
も
参
考
に
し
て
考
え
ま
し
ょ
う
。
バ
イ
エ
ル
は
、
店
員
さ
ん
が

新
し
く
出
し
て
く
れ
た
オ
ル
ゴ
ー
ル
の
曲
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
二
番

目
に
出
し
て
く
れ
た
曲
の
こ
と
を
香
音
は
、「
香
音
の
胸
の
奥
底
で
響

い
て
い
る
音
楽
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。

問
十
一　

B
1 

置
換

　
　

南
先
生
は
「
そ
う
い
う
世
界
」
の
こ
と
を
、「
誰だ
れ

も
が
一
位
に
な
れ

る
わ
け
じ
ゃ
な
い
」
が
「
一
位
に
な
る
た
め
だ
け
に
弾
く
わ
け
で
も
な

い
」
と
説
明
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
香
音
は
、
幼
稚
園
の
こ
ろ
の
よ
う

に
、
ほ
め
ら
れ
楽
し
く
ピ
ア
ノ
を
弾
く
と
い
う
よ
り
も
、「
も
っ
と
う

ま
く
な
り
た
い
」「
い
い
音
を
取
り
戻も
ど

し
た
い
」
と
「
そ
う
い
う
世
界
」

で
頑が
ん

張ば

る
こ
と
を
決
心
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、

「
そ
う
い
う
世
界
」
は
厳
し
い
評
価
に
さ
ら
さ
れ
、
競
争
の
激は
げ

し
い
世

界
で
あ
る
が
、
自
分
の
音
を
追
い
求
め
る
幸
せ
が
あ
る
世
界
な
の
だ
と

わ
か
り
ま
す
。
イ
「
努
力
を
つ
づ
け
て
い
れ
ば
誰
か
認み

と

め
て
く
れ
る
人

が
い
る
」
ウ
「
一
位
に
な
る
と
い
う
た
だ
一
つ
の
目
標
」
の
部
分
が
不

適
切
で
す
。
ま
た
エ
「
他
人
か
ら
の
評
価
に
さ
ら
さ
れ
ず
自
分
の
世
界

で
音
を
楽
し
ん
で
い
れ
ば
十
分
に
満
足
感
を
得
ら
れ
る
」
と
い
う
の
は
、

香
音
が
幼
稚
園
の
こ
ろ
の
ピ
ア
ノ
へ
の
向
き
合
い
方
で
す
。

　

�　

外と

山や
ま

滋し
げ

比ひ

古こ

『
思
考
の
整
理
学
』（
筑ち
く

摩ま

書し
ょ

房ぼ
う

）
か
ら
出
題
し
ま
し

た
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
登
場
に
よ
っ
て
、
人
間
の
頭
の
使
い
方
は
大

き
く
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
頭
の
使
い
方
を
知
識
を
た
め
込
む
「
倉

庫
」、
新
し
い
こ
と
を
創そ
う

造ぞ
う

す
る
「
工
場
」
に
た
と
え
て
い
ま
す
。
そ

の
二
つ
の
対
比
に
注
目
し
な
が
ら
読
み
ま
し
ょ
う
。
そ
し
て
、「
倉
庫
」

と
し
て
の
頭
に
と
っ
て
は
敵て
き

と
さ
れ
て
い
た
「
忘ぼ
う

却き
ゃ
く

」
で
す
が
、
新
し

い
物
事
を
考
え
出
す
効
率
を
よ
く
す
る
上
で
、
不
要
に
な
っ
た
知
識
を

整
理
、
処し
ょ

分ぶ
ん

す
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
働
き
だ
、
と
説
明
さ
れ
て
い

ま
す
。

問
一　

Ａ
２ 

関
係
づ
け 

知
識

　
　

Ⓐ
直
前
に
「
あ
れ
も
こ
れ
も
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
一
時
に
殺さ
っ

到と
う

す
る
」

と
あ
る
の
で
、
イ
「
じ
り
じ
り
」・
エ
「
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
」
は
不
適
切

で
す
。
Ⓑ
「
場
ふ
さ
ぎ
が

Ⓑ

し
て
い
る
の
は
不
都
合
」
と
あ
る
の

で
、
ア
「
す
っ
き
り
」
は
不
適
切
で
す
。

　
問
二　

B
1 

関
係
づ
け

　
　
「
知
識
を
…
蓄ち
く

積せ
き

す
る
」
の
は
「
倉
庫
」、
そ
れ
に
対
し
て
「
創そ
う

造ぞ
う

的て
き

人に
ん

間げ
ん

」
に
求
め
ら
れ
る
、「
新
し
い
こ
と
を
考
え
出
す
」
の
は
「
工
場
」

で
す
。
ⓑ
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
は
、「
い
っ
た
ん
入
れ
た
も
の
は
決
し
て

2
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失
わ
な
い
」
と
あ
る
の
で
「
倉
庫
」
で
す
。
ⓓ
「
や
た
ら
な
も
の
が
入
っ

て
い
て
は
作
業
能
率
が
悪
い
」
の
は
「
工
場
」
で
す
。

問
三　

B
1 

具
体
化

　
　
「
こ
う
い
う
人
間
頭ず

脳の
う

」
は
「
倉
庫
と
し
て
の
頭
」
の
こ
と
で
す
。

―
線
①
の
後
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
「
す
ば
ら
し
い
機
能
」
と
し
て
、

「
い
っ
た
ん
入
れ
た
も
の
は
決
し
て
失
わ
な
い
。
…
整
理
も
完
全
で
あ

る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。「
い
っ
た
ん
入
れ
た
も
の
は
決
し
て
失

わ
な
い
」
機
能
を
言
い
換か

え
た
表
現
を
本
文
中
か
ら
探さ
が

し
ま
し
ょ
う
。

　
問
四　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
②
の
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
人
間
」
は
「
本
も
の
の
コ
ン
ピ
ュ
ー

タ
ー
に
か
な
う
わ
け
が
な
い
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

人
間
」
は
「
知
識
を
ど
ん
ど
ん
蓄ち
く

積せ
き

す
る
」
人
、「
人
間
の
頭
を
倉
庫

と
し
て
使
」
っ
て
い
る
人
間
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ア
「
何
か

創
造
す
る
」
の
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
で
き
な
い
こ
と
で
す
。

問
五　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　

―
線
③
の
直
前
に
あ
る
「
そ
の
こ
と
」
は
何
か
を
創
造
す
る
上
で

忘
却
は
重
要
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
で
す
か
ら
、「
創
造
的
人
間
に
と
っ

て
の
忘
却
の
重
要
性
を
分
か
ら
ず
、
知
識
を
た
め
込
ん
で
い
る
」
と
い

う
よ
う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
選
択
肢
を
選
び
ま
し
ょ
う
。
ア
は
筆

者
の
主
張
と
重
な
り
、
こ
こ
で
批ひ

判は
ん

さ
れ
て
い
る
内
容
と
は
異こ
と

な
り
ま

す
。
イ
「
テ
ス
ト
で
問
わ
れ
る
よ
う
な
知
識
は
必
要
な
い
」
の
部
分
が

不
適
切
で
す
。ウ「
習
得
し
た
知
識
を
い
か
に
順
序
良
く
並
べ
整
理
す
る
」

は
「
倉
庫
」
の
整
理
で
す
。

問
六　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　
「
偏へ
ん

見け
ん

」
と
は
か
た
よ
っ
た
も
の
の
見
方
、
間ま

違ち
が

っ
た
考
え
方
の
こ

と
で
す
。
筆
者
は
「
忘
却
」
の
こ
と
を
「
工
場
の
整
理
」
と
説
明
し
、

「
工
場
と
し
て
能
率
を
よ
く
し
よ
う
と
思
え
ば
、
ど
ん
ど
ん
忘わ
す

れ
て
や

ら
な
く
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
よ
う
に
プ
ラ
ス
で
と
ら
え
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
い
う
改
め
る
べ
き
「
忘
れ
る
こ
と
に
対
す
る

偏
見
」
と
は
、
従じ
ゅ
う

来ら
い

の
「
忘
れ
る
」
こ
と
は
マ
イ
ナ
ス
だ
、
危き

険け
ん

だ
、

と
い
う
見
方
だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

問
七　

Ａ
１ 

知
識

　
　
「
忙い
そ
が

し
い
」
と
い
う
字
は
、「
忄
（
り
っ
し
ん
べ
ん
）」
と
「
亡
」
と

い
う
字
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
り
っ
し
ん
べ
ん
が
付
く
漢
字
は
、「
快
」

「
性
」「
情
」
な
ど
、
心
の
動
き
な
ど
に
関
す
る
も
の
が
多
い
で
す
。

問
八　

B
1 

理
由 

比
較

　
　

思
考
す
る
た
め
に
は
頭
の
中
が
整
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
大
事
だ
と

い
う
こ
と
、「
睡す
い

眠み
ん

」
は
「
自
然
忘
却
で
あ
る
」
こ
と
を
お
さ
え
て
お

き
ま
し
ょ
う
。
朝
が
思
考
に
適
し
て
い
る
の
は
、
睡
眠
に
よ
っ
て
、
自

然
に
頭
の
中
が
整
理
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
イ
・
ウ
・
エ
は
睡
眠
に

よ
る
忘
却
作
用
に
ふ
れ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

問
九　

B
1 

具
体
化 

比
較

　
　
「
忘
却
は
こ
の
不
可
欠
な
排は
い

泄せ
つ

に
当あ
た

る
」
と
い
う
文
が
大
き
な
ヒ
ン

ト
で
す
。
こ
こ
か
ら
、「
食
べ
も
の
を
食
べ
る
」
は
勉
強
す
る
こ
と
、

「
消
化
し
て
吸き
ゅ
う

収し
ゅ
う

す
べ
き
も
の
を
吸
収
」
は
知
識
を
習
得
す
る
こ

と
、「
そ
の
の
こ
り
は
体
外
へ
排
泄
す
る
」
は
不
要
な
知
識
を
忘
却
す

る
こ
と
だ
と
読
み
取
れ
ま
す
。
ま
た
、

―
線
⑦
の
直
後
の
段
落
に
、
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リ
ー
ド
文
と
似
た
、「
勉
強
し
、知
識
を
習
得
す
る
一
方
で
、不
要
に
な
っ

た
も
の
を
、
処
分
し
、
整
理
す
る
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
こ
と
に
も
注

目
で
す
。
書
き
ぬ
き
問
題
に
お
い
て
、
リ
ー
ド
文
に
似
た
本
文
の
表
現

は
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

問
十　

Ａ
２ 
知
識 

関
係
づ
け

　
　
「
目
の
か
た
き
」
と
は
「
何
か
に
つ
け
て
に
く
く
思
う
人
・
こ
と
」

と
い
う
意
味
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
言
葉
の
意
味
は
、
ア
「
自

分
勝
手
」
…
自
分
に
都
合
の
よ
い
こ
と
し
か
考
え
な
い
さ
ま
。
わ
が
ま

ま
。
イ
「
地じ

獄ご
く

耳み
み

」
…
人
の
秘ひ

密み
つ

を
す
ぐ
に
き
き
つ
け
る
こ
と
。
ウ

「
首し
ゅ

尾び

一い
っ

貫か
ん

」
…
初
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
考
え
や
行
い
な
ど
が
す
じ
み

ち
だ
っ
て
い
て
変
わ
ら
な
い
こ
と
。
エ
「
一
目
散
」
…
わ
き
目
も
ふ
ら

ず
走
る
様
子
で
す
。

問
十
一　

B
1 

推
論 

比
較

　
　

選
択
肢
を
丁
寧
に
読
み
、
本
文
と
の
違
い
を
見
つ
け
て
い
き
ま
し
ょ

う
。
ア
「
知
識
を
蓄た
く
わ

え
る
の
は
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
に
全
て
任
せ
て
し
ま

う
決
断
を
す
べ
き
」
と
い
う
部
分
が
不
適
切
。
本
文
に
は
「
人
間
の
頭

は
こ
れ
か
ら
も
、
一
部
は
倉
庫
の
役
を
は
た
し
続
け
な
く
て
は
な
ら
な

い
」
と
あ
り
ま
す
。
イ
「
日
々
に
忙ぼ
う

殺さ
つ

…
睡
眠
が
と
れ
ず
」
は
本
文
に

示
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
エ
「
知
識
を
た
め
込
む
…
日
本
人
」
と
あ
り
ま

す
が
、
本
文
中
で
は
日
本
人
に
つ
い
て
の
話
は
出
て
き
て
い
ま
せ
ん
。

　

�　

Ａ
１ 

知
識

　
　

四よ

字じ

熟じ
ゅ
く

語ご

の
問
題
で
す
。
漢
数
字
を
使
う
四
字
熟
語
は
よ
く
問
わ
れ
ま

す
の
で
、
そ
こ
に
注
目
し
て
い
ろ
い
ろ
な
四
字
熟
語
を
確か
く

認に
ん

し
て
お
く
の

も
い
い
で
す
ね
。

　

①
十
人
十
色
…
人
に
よ
っ
て
好
み
や
考
え
方
が
違ち
が

う
こ
と
。

　

②
四
角
四
面
…
真
面
目
す
ぎ
て
か
た
く
る
し
い
様
子
。

　

③
百�

発
百
中
…
鉄て
っ

砲ぽ
う

な
ど
を
う
て
ば
必
ず
命
中
す
る
こ
と
。
予
想
や
計

画
な
ど
が
全
部
あ
た
る
こ
と
。

　

④
三
三
五
五
…
人
が
ば
ら
ば
ら
に
散
ら
ば
っ
て
い
る
様
子
。

　

�　

Ａ
1 

知
識

　
　

敬け
い

語ご

の
問
題
で
す
。
相
手
側
の
行こ
う

為い

に
は
、
尊そ
ん

敬け
い

語ご

、
自
分
側
の
行

為
に
は
謙け
ん

譲じ
ょ
う

語ご

を
使
い
ま
す
。

　

①�　
「
食
べ
る
」
の
は
相
手
で
す
か
ら
、
こ
こ
は
尊
敬
語
の
「
め
し
あ

が
る
」
を
使
い
、「
め
し
あ
が
っ
て
」
と
す
る
の
が
正
し
い
敬
語
の

使
い
方
で
す
。「
い
た
だ
く
」
は
「
食
べ
る
」
の
謙
譲
語
で
す
。

　

②�　

注
文
を
「
引
き
受
け
る
」
の
は
自
分
で
、
謙
譲
語
の
「
う
け
た
ま

わ
る
」
を
使
っ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
は
正
し
い
謙
譲
語
の
使
い
方
と

い
え
ま
す
。

　

③�　
「
来
る
」
の
は
先
生
で
す
か
ら
、
尊
敬
語
の
「
い
ら
っ
し
ゃ
る
」

を
使
う
の
が
正
解
で
す
。「
ま
い
る
」
は
「
来
る
」
の
謙
譲
語
。

　

④�　

絵
を
「
見
る
」
の
は
相
手
で
、
尊
敬
語
の
「
ご
ら
ん
に
な
る
」
を

使
っ
て
い
る
の
で
、こ
れ
は
正
し
い
尊
敬
語
の
使
い
方
と
い
え
ま
す
。

　

�　

Ａ
1 

知
識

　
　

多
義
語
の
問
題
で
す
。
同
じ
こ
と
ば
で
も
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
持
つ

こ
と
ば
の
代
表
例
と
し
て
「
か
け
る
」
が
あ
り
ま
す
。
他
に
も
ど
ん
な

多
義
語
が
あ
る
か
自
分
で
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。

　

① 　

ラ
ジ
オ
を
「
か
け
る
」
は
、
ラ
ジ
オ
の
電で
ん

源げ
ん

を
入
れ
て
音
を
鳴
ら

す
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
答
え
は
ア
。
イ
の
「
し
め
る
・
閉と

じ
る
」

は
「
か
ぎ
を
か
け
る
」
と
い
う
と
き
、
ウ
の
「
他
の
も
の
の
上
に
お

3
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く
」
は
「
ふ
と
ん
を
か
け
る
」
と
い
う
と
き
の
意
味
で
す
。

　

②�　

議
題
を
会
議
に
「
か
け
る
」
は
、
議
案
を
持
っ
て
い
き
、
会
議
の

場
で
公
に
し
て
話
し
合
っ
て
も
ら
う
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
正
解

は
イ
。
ア
の
「
口
に
出
し
て
声
を
お
く
る
」
は
「
声
を
か
け
る
」
と

い
う
と
き
、
ウ
の
「
た
く
ら
ん
で
お
と
し
い
れ
る
」
は
「
わ
な
に
か

け
る
」
と
い
う
と
き
の
意
味
で
す
。

　

③�　

痛
い
目
を
「
み
る
」
は
、
ひ
ど
い
体
験
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
な

の
で
、
答
え
は
ウ
。
ア
の
「
物
事
を
と
ら
え
判
断
す
る
」
は
「
味
を

み
る
」「
人
を
み
る
目
が
な
い
」
と
い
う
と
き
、
イ
の
「
世
話
を
す

る
」
は
「
子
ど
も
の
面め
ん

倒ど
う

を
み
る
」
と
い
う
と
き
の
意
味
で
す
。

　

④�　

ね
じ
が
「
あ
ま
い
」
は
、
ね
じ
が
ゆ
る
く
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い

う
こ
と
な
の
で
、答
え
は
ア
。
イ
の「
蜜み
つ

や
砂さ

糖と
う

の
よ
う
な
味
が
す
る
」

は
「
チ
ョ
コ
レ
ー
ト
は
あ
ま
い
」
と
い
う
と
き
、
ウ
の
「
厳
し
さ
に

欠
け
て
い
る
」は「
子
ど
も
に
あ
ま
い
親
」と
い
う
と
き
の
意
味
で
す
。

国語 ─解答と解説


