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【
注   

意
】 

 

一
、
試
験
監
督
者
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
や
筆
記
用
具
に
触
れ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

二
、
試
験
中
の
使
用
が
認
め
ら
れ
た
も
の
以
外
は
、
す
べ
て
カ
バ
ン
に
収
納
す
る
こ
と
。
使
用
用
具
は

黒
芯
の
鉛
筆
ま
た
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
、
消
し
ゴ
ム
、
鉛
筆
削
り
（
電
動
式
・
大
型
の
も
の
・

ハ
ン
ド
ル
付
き
の
も
の
は
不
可
、
鉛
筆
使
用
者
の
み
）
と
し
、
そ
れ
以
外
の
使
用
は
認
め
ま
せ
ん
。 

三
、
携
帯
電
話
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
、
イ
ヤ
ホ
ン
、
ウ
ェ
ア
ラ
ブ
ル
端
末
、
電
子
辞
書
、
Ｉ
Ｃ
レ
コ
ー
ダ

ー
な
ど
の
電
子
機
器
類
は
、
必
ず
電
源
を
切
っ
て
か
ら
、
カ
バ
ン
に
収
納
す
る
こ
と
。 

四
、
試
験
開
始
の
合
図
に
よ
り
、
試
験
を
始
め
る
こ
と
。 

五
、
解
答
は
、
す
べ
て
「
解
答
用
紙
」
の
所
定
の
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。 

六
、
試
験
終
了
の
合
図
と
と
も
に
直
ち
に
筆
記
用
具
を
置
く
こ
と
。
試
験
終
了
後
に
解
答
用
紙
や
筆
記

用
具
に
触
れ
た
場
合
は
、
不
正
行
為
と
み
な
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
試
験
監
督
者
が
指
示
す
る
ま

で
、
絶
対
に
席
を
立
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

七
、
問
題
冊
子
お
よ
び
解
答
用
紙
は
、
試
験
終
了
後
に
す
べ
て
回
収
す
る
の
で
、
持
ち
帰
っ
て
は
い
け

ま
せ
ん
。 
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【
問
題
】 

次
の
文
章
は
、
神
谷
美
恵
子
『
人
間
を
み
つ
め
て
』 

（
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
四
年
）
の
一
部
で
す
。

出
題
の
都
合
上
、
原
文
に
一
部
変
更
を
加
え
て
い
る
一
方
で
、
現
代
で
は
不
適
切
と
思
わ
れ
る
表
記
に
つ
い

て
は
、
執
筆
当
時
の
表
現
を
尊
重
し
て
原
文
の
ま
ま
と
し
て
い
ま
す
。 

文
章
を
読
ん
で
、
そ
れ
に
続
く
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

 

人
間
は
他
の
生
物
に
く
ら
べ
て
、
ず
い
ぶ
ん
ぜ
い
た
く
な
存
在
で
は
な
か
ろ
う
か
。
人
間
が
元
気
よ
く
生

き
て
行
く
た
め
に
は
生
物
学
的
条
件
が
そ
ろ
っ
た
だ
け
で
は
だ
め
で
、
そ
の
上
、
い
ろ
い
ろ
な
精
神
的
、
社
会

的
条
件
が
み
た
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
中
で
も
、
も
っ
と
も
重
要
な
の
が
、
生
き
が
い
を
感
じ
た

い
、
と
い
う
欲
求
の
充
足
で
あ
る
と
思
う
。 

生
き
が
い
を
感
じ
る
心
を
分
析
し
て
み
る
と
、
そ
こ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
そ
れ
を
み
な
集
め
て
煮
つ
め
て
み
た
ら
、
使
命
感
と
い
う
形
を
と
る
の
で
は
な
い
か
、
と
私
は
以
前
に

書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
後
、
さ
ら
に
考
え
て
い
く
と
、
多
少
の
留
保
を
加
え
る
必
要
は
感
じ
る
が
、
大
す

じ
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
考
え
に
変
り
は
な
い
。 

ど
う
し
て
こ
う
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
と
い
う
と
、
そ
の
主
な
理
由
の
二
つ
は
、
長
島

（
注
１
）

愛
生
園
の
患
者

さ
ん
た
ち
の
観
察
お
よ
び
一
般
精
神
科
臨
床
で
の
観
察
に
根
ざ
し
て
い
る
。 

愛
生
園
の
患
者
さ
ん
た
ち
は
、
気
の
毒
な
病
気
に
か
か
っ
た
と
は
い
え
、
よ
い
薬
の
発
見
に
よ
り
、
大
部
分

の
人
が
よ
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
病
気
そ
の
も
の
の
苦
痛
に
悩
む
人
の
割
合
は
ず
っ
と
少
な
く
な
っ
て
い
る
。

そ
の
上
国
家
の
手
で
一
応
衣
食
住
と
医
療
と
を
保
障
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
た
だ
生
き
る
だ
け
の
こ
と
な
ら
ば
、

一
応
心
配
の
な
い
状
況
に
あ
る
。
彼
ら
の
中
に
は
生
き
が
い
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
悩
む
人
が
か
な
り
あ
る
が
、

そ
う
い
う
人
で
も
、
能
力
の
ゆ
る
す
範
囲
内
で
、
し
ご
と
や
趣
味
な
ど
、「
何
か
す
る
こ
と
」
に
打
ち
こ
み
出

す
と
、
き
れ
い
に
治
る
こ
と
が
多
い
。
園
内
に
は
、
安
い
と
は
い
え
賃
金
を
も
ら
っ
て
す
る
諸
作
業
の
し
く
み

も
あ
る
が
、
そ
れ
と
は
べ
つ
に
、
何
も
報
酬
も
も
ら
わ
ず
に
自
分
か
ら
し
ご
と
を
買
っ
て
で
る
人
も
あ
る
。
た

と
え
ば
長
い
間
、
精
薄
者
の
親
代
り
に
な
っ
て
愛
護
の
労
を
つ
づ
け
る
人
。
海
岸
ぞ
い
の
道
を
一
年
じ
ゅ
う

毎
朝
清
掃
す
る
人
。
雨
の
日
も
風
の
日
に
も
、
丘
の
上
の
「
恵
み
の
鐘
」
を
朝
夕
き
っ
か
り
六
時
に
つ
い
て
き

た
人
。
こ
う
い
う
人
た
ち
は
十
年
一
日
の
ご
と
く
黙
々
と
自
分
で
自
分
に
課
し
た
役
割
を
果
し
て
い
る
。
そ

れ
が
皆
を
よ
ろ
こ
ば
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、
何
し
ろ
毎
日
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
も
う
み

ん
な
あ
た
り
ま
え
み
た
い
な
気
に
な
っ
て
、
一
々
ね
ぎ
ら
い
の
こ
と
ば
を
言
い
に
行
く
わ
け
で
も
な
い
し
、

本
人
た
ち
も
べ
つ
に
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ら
、
ま
っ
た
く
あ
た
り
ま
え

な
様
子
で
や
っ
て
い
る
。 

こ
う
い
う
人
た
ち
の
目
立
た
な
い
尊
い
存
在
を
な
が
め
て
い
る
と
、
そ
こ
に
は
無
言
の
使
命
感
の
よ
う
な
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も
の
が
働
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。
と
も
か
く
こ
う
い
う
人
た
ち
は
ノ
イ
ロ
ー
ゼ

に
は
決
し
て
な
ら
な
い
の
で
、
精
神
科
の
診
察
室
で
お
目
に
か
か
る
こ
と
は
な
い
。 

精
神
科
の
臨
床
で
よ
く
出
会
う
の
は
、
ノ
イ
ロ
ー
ゼ
や
う
つ
病
の
患
者
さ
ん
の
生
き
が
い
喪
失
の
訴
え
で

あ
る
。 

「
私
は
何
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
」 

「
も
う
生
き
る
に
値
し
な
い
人
間
で
す
」 

「
生
き
て
い
て
も
意
味
が
あ
り
ま
せ
ん
」 

こ
の
よ
う
な
苦
悩
が
深
く
な
る
と
、
ほ
と
ん
ど
必
ず
自
殺
を
思
い
、
決
行
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。
あ
る

日
あ
る
時
、
内
科
病
棟
に
い
た
若
い
人
か
ら
「
往
診
」
を
た
の
ま
れ
て
行
っ
た
と
き
、
こ
う
い
う
悩
み
を
訴
え

ら
れ
て
、
数
時
間
話
し
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
私
が
島
を
去
っ
た
翌
日
、
彼
は
海
へ
身
を
投
げ
て
し
ま
っ
た
。
も

う
何
年
も
前
に
な
る
が
、
こ
の
青
年
の
こ
と
を
い
つ
も
心
の
痛
み
を
も
っ
て
思
い
出
す
。
彼
は
あ
る
高
い
使

命
感
の
た
め
勉
強
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
参
加
し
て
い
た
の
だ
が
、
病
の
た
め
に
そ
の
グ
ル
ー
プ
か
ら
脱
落
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
挫
折
感
か
ら
絶
望
し
て
い
た
の
だ
が
、
彼
を
支
え
う
る
の
は
ど
ん
な
こ
と
ば
、

ど
ん
な
力
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。 

 

精
神
病
者
の
心
に
は
、
じ
つ
に
し
ば
し
ば
使
命
感
が
あ
ら
わ
れ
る
が
、
こ
の
こ
と
に
は
い
つ
も
考
え
さ
せ

ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
る
青
年
は
故
郷
で
農
業
に
い
そ
し
ん
で
い
た
が
、
以
前
一
度
か
か
っ
て
治
っ
て
い
た

ら
い

（
注
２
）

が
再
発
し
た
。
今
度
は
も
う
治
ら
な
い
、
と
絶
望
に
お
ち
い
り
、
自
殺
を
決
意
し
、
さ
い
ご
の
わ
か
れ
の

思
い
を
こ
め
て
眠
る
妻
子
の
顔
を
眺
め
て
い
た
。
そ
の
と
き
ふ
と
声
が
き
こ
え
て
き
て
、
お
前
に
は
日
本
を

救
う
大
き
な
使
命
が
あ
る
、
と
言
わ
れ
た
。
そ
の
使
命
の
た
め
に
す
べ
て
の
苦
し
み
に
耐
え
、
私
が
お
前
に
告

げ
る
教
え
を
人
び
と
に
伝
え
よ
、
と
そ
の
声
は
言
っ
た
。
そ
れ
以
来
、
こ
の
人
は
ひ
そ
か
に
愛
生
園
に
は
い

り
、
そ
こ
で
死
ぬ
ま
で
の
数
年
間
、「
変
っ
て
は
い
る
が
人
格
者
」
と
み
ん
な
に
み
と
め
ら
れ
る
ほ
ど
、
奉
仕

的
、
献
身
的
な
生
活
を
送
っ
た
。
毎
晩
、
き
ま
っ
た
時
間
に
声
が
き
こ
え
て
き
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
筆
記
す

る
と
和
歌
の
か
た
ち
に
な
り
、
そ
の
内
容
は
愛
や
平
和
を
説
く
宗
教
的
な
教
え
で
あ
っ
た
。
私
は
死
の
数
日

前
に
彼
に
会
っ
た
が
、
彼
は
近
い
死
を
自
覚
し
な
が
ら
も
、
苦
し
い
息
の
中
か
ら
、
お
ご
そ
か
な
調
子
で
自
ら

の
使
命
を
語
っ
て
や
ま
な
か
っ
た
。 

こ
の
よ
う
な
使
命
感
は
、
精
神
分
裂
病
者
に
は
少
し
も
め
ず
ら
し
い
も
の
で
は
な
い
。
右
の
症
例
は
分
裂

病
の
か
た
ち
を
し
た
「
心
因
反
応
」
だ
っ
た
か
も
知
れ
な
い
が
、
あ
る
大
学
生
は
典
型
的
な
分
裂
病
で
、
あ
る

と
き
や
は
り
は
っ
き
り
し
た
使
命
感
を
口
に
し
だ
し
た
。
彼
が
確
信
す
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
一
九
七
五
年
に

世
界
が
滅
亡
す
る
か
ら
、
そ
の
予
言
を
し
て
人
類
を
救
う
た
め
に
、
自
ら
の
生
命
を
さ
さ
げ
る
使
命
が
あ
る

と
い
う
。 
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精
神
病
者
の
心
の
世
界
は
、
ふ
つ
う
の
人
の
そ
れ
と
ひ
ど
く
ち
が
っ
て
み
え
る
が
、
こ
の
二
つ
の
間
に
断

絶
は
な
い
の
だ
、
と
い
う
考
え
か
た
が
、
ち
か
ご
ろ
の
精
神
医
学
で
は
優
勢
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
病
者
の
心

の
世
界
は
、
ふ
つ
う
の
人
の
心
の
世
界
を
、
た
だ
つ
き
つ
め
た
か
た
ち
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い

の
だ
か
ら
、
ふ
つ
う
の
人
の
心
の
こ
と
も
病
者
の
心
を
よ
く
研
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
い
っ
そ
う
は
っ
き
り

し
て
く
る
の
だ
。
ま
た
、
ふ
つ
う
の
人
の
心
で
、
病
者
の
心
を
か
な
り
の
程
度
ま
で
理
解
で
き
る
は
ず
だ
、
と

い
う
の
で
あ
る
。 

そ
れ
で
は
右
の
二
例
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
愛
生
園
の
人
の
場
合
は
、
ら
い
、
、
が

再
発
し
て
、
こ
の
ま
ま
自
宅
に
お
れ
ば
、
自
分
は
た
だ
家
族
の
負
担
と
恥
に
な
る
ば
か
り
だ
、
と
考
え
た
の
で

あ
ろ
う
。
自
分
は
存
在
す
る
価
値
は
な
い
、
と
自
殺
を
思
い
立
っ
た
と
き
、
彼
の
心
が
無
意
識
の
な
か
か
ら
新

し
い
使
命
感
を
あ
み
出
し
た
の
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
真
理
の
伝
達
者
と
し
て
の
使
命
。
他
人
へ
の
奉
仕

者
と
し
て
の
使
命
。
こ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
ら
い
、
、
再
発
に
よ
る
苦
悩
を
の
り
こ
え
、
再
び
確
固
と
し
た
目
的
意

識
の
上
に
立
直
っ
た
の
で
あ
っ
た
。 

大
学
生
の
場
合
は
病
の
た
め
に
学
力
低
下
が
お
こ
り
、
勉
強
が
思
う
よ
う
に
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
と

と
も
に
生
き
て
い
る
目
標
が
わ
か
ら
な
く
な
り
、
周
囲
の
者
の
期
待
に
も
添
う
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

い
ろ
い
ろ
な
迷
い
の
中
か
ら
、
や
は
り
無
意
識
的
に
、
あ
る
使
命
感
が
生
れ
て
こ
れ
に
す
が
り
つ
い
た
、
と
み

る
こ
と
が
で
き
る
。 

こ
の
よ
う
に
、
人
間
が
い
わ
ゆ
る
極
限
状
況
に
お
ち
い
っ
て
、
生
き
が
い
を
う
し
な
い
、
も
は
や
生
き
て
行

け
な
い
と
感
じ
る
と
き
、
新
し
い
使
命
感
が
あ
ら
わ
れ
て
き
て
、
そ
の
状
況
を
の
り
こ
え
さ
せ
て
く
れ
る
こ

と
は
、
ふ
つ
う
の
人
の
場
合
で
も
、
決
し
て
少
な
く
な
い
。 

以
上
を
思
い
あ
わ
せ
る
と
、
人
間
が
生
き
て
行
く
力
の
支
え
と
な
る
「
生
き
が
い
感
」
に
は
、
平
生
か
ら
使

命
感
の
萌
芽
の
よ
う
な
も
の
が
ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
く
る
。
た
だ

平
生
は
そ
れ
が
と
く
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
が
、
生
き
が
い
が
奪
わ
れ
た
と
き
、
は
じ
め
て
自
分
は
何
の
た

め
、
だ
れ
の
た
め
に
生
き
て
い
る
の
か
、
自
分
が
生
き
て
い
る
の
は
、
た
だ
生
き
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
の

で
は
な
い
か
、
た
だ
有
害
無
益
な
こ
と
で
は
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
疑
問
が
意
識
に
の
ぼ
っ
て
く
る
。
こ
の

問
い
に
、
も
っ
と
も
積
極
的
、
肯
定
的
な
答
え
を
与
え
う
る
の
が
使
命
感
で
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
極
限
状
況

に
あ
る
人
び
と
の
心
に
、
使
命
感
が
あ
ら
わ
れ
て
く
る
の
は
、
ご
く
自
然
な
い
わ
ゆ
る
自
己
防
衛
機
制
の
一

つ
と
も
い
え
よ
う
。 

 

使
命
感
の
も
つ
構
造
も
、
精
神
障
害
者
の
使
命
感
を
観
察
す
る
と
、
は
っ
き
り
浮
び
あ
が
っ
て
く
る
。
精
神

病
者
は
た
い
て
い
の
場
合
、
何
か
超
自
然
的
な
、
自
己
を
超
え
た
存
在
か
ら
使
命
を
さ
ず
か
っ
た
と
い
う
。
こ
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の
存
在
は
、
神
、
仏
、
天
、
霊
、
大
自
然
な
ど
さ
ま
ざ
ま
の
名
で
よ
ば
れ
る
。
と
き
に
は
こ
れ
を
表
現
す
る
の

に
、
奇
妙
な
新
語
が
発
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
こ
に
は
、
使
命
を
さ
ず
け
る
者
と
さ
ず

け
ら
れ
る
自
分
、
お
よ
び
使
命
の
具
体
的
内
容
と
い
う
三
つ
の
要
素
が
あ
る
。 

ふ
つ
う
の
人
間
の
場
合
は
、
使
命
を
さ
ず
け
る
者
が
必
ず
し
も
超
自
然
的
存
在
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
他
の

個
人
や
、
他
人
の
集
団
に
よ
る
こ
と
も
あ
る
し
、
自
ら
え
ら
ん
で
自
分
に
あ
る
役
割
を
課
す
こ
と
も
あ
る
の

は
、
前
の
例
で
も
み
た
と
お
り
で
あ
る
。 

 
 

使
命
の
内
容
は
、
精
神
病
者
の
場
合
、
ふ
し
ぎ
に
宗
教
的
伝
道
と
か
、
病
気
の
治
療
と
か
、
社
会
福
祉
的
な

も
の
が
多
い
。
何
か
に
役
立
ち
た
い
、
だ
れ
か
に
役
立
ち
た
い
、
と
い
う
気
持
が
、
人
間
の
心
に
は
よ
ほ
ど
根

づ
よ
く
あ
る
こ
と
の
現
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
精
神
病
者
の
使
命
感
の
内
容
に
は
、
時
と
し
て
反
社
会
的
な

も
の
や
好
戦
的
な
も
の
も
み
ら
れ
る
。
と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な
時
に
さ
え
、
た
い
て
い
の
場
合
、「
正
義
の

た
め
」
と
か
「
国
家
の
利
益
の
た
め
」
な
ど
と
い
う
大
義
名
分
に
よ
る
合
理
化
を
伴
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

人
間
は
よ
ほ
ど
「
何
か
の
た
め
」
に
存
在
し
た
い
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。 

反
社
会
的
な
内
容
を
も
つ
使
命
感
の
場
合
、
そ
れ
を
実
行
す
れ
ば
当
然
社
会
に
害
毒
を
も
た
ら
す
。
病
人

で
な
く
と
も
、
歴
史
上
使
命
に
生
き
た
人
び
と
の
中
で
、
そ
の
行
動
が
人
類
社
会
に
わ
ざ
わ
い
を
及
ぼ
し
た

人
は
決
し
て
少
な
く
な
い
。 

い
う
ま
で
も
な
く
、
使
命
感
と
善
悪
の
関
係
は
必
ず
し
も
単
純
で
な
い
。
た
と
え
善
意
に
も
と
づ
い
て
い

て
も
、
使
命
感
の
結
果
が
他
人
に
迷
惑
を
か
け
た
り
、
他
人
を
不
幸
に
し
た
り
さ
え
す
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば

目
撃
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
や
っ
か
い
な
こ
と
に
、
使
命
感
の
持
主
と
い
う
も
の
は
、
た
い
て
い
自
己
の
使

命
を
善
と
確
信
し
て
や
ま
な
い
の
だ
。 

そ
れ
は
使
命
感
が
い
わ
ゆ
る
「
過
価
観
念
」
に
な
り
や
す
い
た
め
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
、
う
っ
か
り
す
る

と
精
神
的
な
視
野
が
狭
く
な
り
、
ほ
か
の
こ
と
や
、
ほ
か
の
も
の
の
み
か
た
な
ど
、
い
っ
さ
い
考
え
ら
れ
な
く

な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
執
着
心
に
も
通
じ
る
。
宗
教
的
伝
道
者
な
ど
に
、
時
ど
き
こ
う
い
う
人

物
が
あ
る
。 

つ
ま
り
客
観
性
を
失
い
や
す
く
さ
せ
る
の
が
、
使
命
感
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
自
分
の
存
在
意
義
を
確
信
し
、

使
命
感
に
あ
ふ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
思
い
あ
が
り
と
ひ
と
り
よ
が
り
の
危
険
を
伴
う
。
こ
の
こ
と
は
精
神

病
者
を
み
て
い
て
い
つ
も
考
え
さ
せ
ら
れ
る
。 

け
っ
き
ょ
く
、
使
命
感
に
生
き
る
人
の
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
つ
ね
に
謙
虚
な
反
省
を
忘
れ
な
い
こ
と
。
自

分
と
自
分
の
使
命
感
と
を
い
つ
も
少
し
遠
く
へ
つ
き
は
な
し
て
見
る
ゆ
と
り
と
ユ
ー
モ
ア
の
セ
ン
ス
を
も
つ

こ
と
。
お
よ
び
た
え
ず
あ
ら
た
に
道
を
求
め
る
祈
り
の
姿
勢
で
あ
ろ
う
。 
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注
１ 

長
島
愛
生
園 

…
… 

一
九
三
〇
年
（
昭
和
五
年
）
に
日
本
初
の
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
と
し
て
発

足
し
た
。
一
九
四
六
年
（
昭
和
二
一
年
）
に
現
在
の
「
国
立
療
養
所
長
島
愛
生
園
」

へ
名
称
変
更
し
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。 

 

注
２ 

ら
い 

…
… 

ら
い
菌
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
病
気
の
た
め
「
ら
い
病
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
が
、
こ

の
言
葉
は
差
別
的
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
た
め
、
ら
い
菌
の
発
見
者
に
ち
な
み
、

そ
の
後
「
ハ
ン
セ
ン
病
」
と
名
付
け
ら
れ
た
。 

   

［
設
問
１
］ 

著
者
は
傍
線
部
「
生
き
が
い
を
感
じ
る
心
を
分
析
し
て
み
る
と
、（
中
略
）
使
命
感
と
い
う
形
を
と
る
の
で

は
な
い
か
」
と
い
う
。
著
者
が
考
え
る
使
命
感
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
著
者
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
に
至

っ
た
理
由
を
含
め
て
、
四
〇
〇
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。 

 

［
設
問
２
］ 

「
生
き
が
い
」
に
対
す
る
あ
な
た
の
考
え
を
、
実
際
に
「
生
き
が
い
」
を
感
じ
る
（
感
じ
た
）
こ
と
の
具
体

例
を
用
い
て
、
四
〇
〇
字
以
内
で
述
べ
な
さ
い
。 

 


