
品
川
翔
英
中
学
校

注　
　
　

意

１　

問
題
は
３
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。

２　

検
査
時
間
は
四
十
五
分
で
す
。

３　

声
を
出
し
て
読
ん
で
は
い
け
ま
せ
ん
。

４　

答
え
は
全
て
解
答
用
紙
に
明
確
に
記
入
し
、
解
答
用
紙
だ
け
を
提
出
し
な
さ
い
。

５　

答
え
を
直
す
と
き
は
、
き
れ
い
に
消
し
て
か
ら
、
新
し
い
答
え
を
書
き
な
さ
い
。

６　

受
検
番
号
を
解
答
用
紙
の
決
め
ら
れ
た
ら
ん
に
記
入
し
な
さ
い
。

適
性
検
査
Ⅰ
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文
章
Ａ

小
学
校
も
そ
う
で
す
が
、
中
学
校
や
高
校
の
教
育
は
、
文
部
科
学
省
が
定
め
た
学

習
指
導
要
領
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
ま
す
。
教
科
書
は
、
出
版
す
る
教
科
書
会
社
が

違ち
が

っ
て
も
、
ど
れ
も
学
習
指
導
要
領
に
沿
っ
て
作
ら
れ
、
文
部
科
学
省
が
検
定
を
し

て
文
部
科
学
省
検
定
済ず

み
の
教
科
書
と
し
て
学
校
に
届と

ど

け
ら
れ
ま
す
。
生
徒
た
ち
が

学
ぶ
の
は
こ
の
教
科
書
で
す
。

し
か
し
、
大
学
に
入
る
と
も
う
文
部
科
学
省
検
定
済
み
の
教
科
書
は
影か
げ

も
形
も
あ

り
ま
せ
ん
。
大
学
教
育
に
は
、
学
習
指
導
要
領
は
存そ
ん

在ざ
い

し
な
い
か
ら
で
す
。
教
育
は

そ
れ
ぞ
れ
の
大
学
の
独
自
性
に
任
さ
れ
ま
す
。

講
義
で
先
生
が
指
定
し
た
教
科
書
を
使
う
こ
と
は
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
教
科
書
は

文
部
科
学
省
の
検
定
と
は
無
関
係
で
す
。
担
当
の
先
生
が
、
こ
れ
を
使
っ
て
講
義
を

行
お
う
と
考
え
て
、
そ
の
先
生
の
責
任
に
お
い
て
選
ん
で
い
ま
す
。
大
学
生
は
そ
れ

を
使
っ
て
勉
強
し
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
高
校
ま
で
は
、
誰だ
れ

が
見
て
も
こ
れ
は
間
違
い
な
い
と
い
う
内
容
を
教

わ
る
の
で
す
。
ど
の
科
目
も
、
教
科
書
は
学
問
の
世
界
で
こ
れ
だ
け
は
間
違
い
な
い

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
精
選
し
て
載の

せ
て
い
ま
す
。
試
験
対
策
で
は
、
教
科
書
に
書

い
て
あ
る
こ
と
を
そ
の
と
お
り
信
じ
て
勉
強
す
れ
ば
よ
く
、
い
ち
い
ち
「
こ
こ
に
書

い
て
あ
る
こ
と
は
本
当
だ
ろ
う
か
」
と
疑
う
人
は
い
ま
せ
ん
ね
。
教
科
書
を
使
っ
て

一
生
懸け
ん

命め
い

勉
強
し
、
暗
記
し
て
も
い
い
し
、
そ
の
教
科
書
に
つ
い
て
の
先
生
の
説
明

を
そ
の
ま
ま
し
っ
か
り
聞
い
て
、
ノ
ー
ト
を
と
っ
て
理
解
す
れ
ば
い
い
。
こ
れ
で
何

の
問
題
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
た
理
由
か
ら
高
校
ま
で
は
「
生
徒
」
と
呼
ぶ
わ
け

次
の
文
章
Ａ
・
文
章
Ｂ

 

を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
題
に
答
え
な
さ
い
。

（
＊
印
の
付
い
て
い
る
言
葉
に
は
、
文
章
の
後
に
〈
言
葉
の
説
明
〉
が
あ
り
ま
す
。）

で
す
。

大
学
教
育
は
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
違
い
ま
す
。
大
学
に
お
け
る
「
学
生
」
と
は
、

自
ら
学
ん
で
い
く
生
き
方
を
す
る
人
間
の
こ
と
で
す
。

学
生
は
、
文
部
科
学
省
検
定
済
み
の
教
科
書
で
は
な
く
、
検
定
さ
れ
て
い
な
い
教

科
書
を
使
い
ま
す
。
検
定
さ
れ
て
い
な
い
と
は
何
を
意
味
す
る
か
わ
か
り
ま
す
か
。

講
義
で
使
わ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
テ
キ
ス
ト
に
は
、
ど
れ
も
著
者
が
い
ま
す
。
特
定

の
著
者
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
テ
キ
ス
ト
は
書
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
内
容
が
、
関

係
す
る
学
界
の
主
流
の
考
え
に
沿
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
実
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
学

界
の
主
流
で
は
な
く
、
反
主
流
の
先
生
の
本
と
い
う
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
学
界
の

中
で
少
数
派
の
先
生
の
主
張
が
書
か
れ
た
本
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

と
こ
ろ
が
、
い
ず
れ
何
十
年
か
た
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
全
体
の
主
流
に
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。「
あ
っ
、
あ
の
先
生
の
言
っ
て
る
こ
と
で
よ
か
っ
た
ん
だ
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
逆
に
、
当
時
は
主
流
だ
っ
た
け
れ
ど
も
、
次
第
に
学

者
た
ち
か
ら
支
持
さ
れ
な
く
な
っ
て
、
後
に
な
っ
て
か
ら
「
間
違
い
だ
っ
た
」「
い

ま
で
は
通
用
し
な
い
」
と
い
っ
た
こ
と
に
な
る
こ
と
も
起
こ
り
え
ま
す
。

大
学
と
は
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
す
。
授
業
で
習
う
こ
と
が
す
べ
て
正
し
い
と
思
い

込こ

ん
だ
ら
大
間
違
い
で
す
。
一
生
懸
命
勉
強
し
た
の
に
実
は
間
違
い
で
し
た
と
い
う

こ
と
が
、
後
か
ら
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
の
と
き
勉
強
し
た
こ
と
は
一
体
な
ん

だ
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
ね
。

大
学
で
学
ぶ
と
き
は
、こ
の
ス
リ
ル
と
サ
ス
ペ
ン
ス
が
た
ま
ら
な
く
楽
し
い
の
で
す
。

（
池
上
彰
あ
き
ら

『
な
ん
の
た
め
に
学
ぶ
の
か
』）
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文
章
Ｂ

公
民
と
い
う
言
葉
を
聞
く
と
、
私
た
ち
は
す
ぐ
に
中
学
の
「
公
民
分
野
」
を
思
い

浮う

か
べ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
言
葉
は
い
わ
ゆ
る
「
公
民
分
野
」
に
限
っ
た

言
葉
で
は
な
く
て
、
小
中
学
校
の
「
社
会
科
」
に
共
通
す
る
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て「
公
民
的
資
質
」と
い
う
語
が
社
会
科
全
体
の
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
公
民
的
資
質
の
一
つ
と
し
て
国
民
意
識
が
位
置
づ
け
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、

国
と
し
て
「
安
定
的
に
維い

持じ

・
発
展
さ
せ
て
い
く
に
は
、
国
民
に
ど
う
い
う
国
民
意

識
を
持
っ
て
も
ら
い
た
い
か
」
と
い
う
こ
と
が
教
育
に
反
映
さ
れ
る
な
か
で
、
公
民

的
資
質
を
作
り
上
げ
る
場
と
し
て
学
校
と
い
う
空
間
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
な
の
で
す
。

こ
う
し
た
産
業
的
身
体
の
育
成
と
国
民
意
識
の
形
成
と
い
っ
た
二
つ
の
役
割
は
、

基
本
的
に
今
日
で
も
続
い
て
い
ま
す
。
産
業
的
身
体
の
話
に
戻も
ど

り
ま
す
と
、
今
で
も

こ
の
考
え
方
は
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
「
こ
れ
か
ら
は
パ
ソ

コ
ン
教
育
と
英
語
教
育
に
ま
す
ま
す
力
を
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
議
論

が
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
現
代
社
会
に
み
あ
っ
た
産
業
的
身
体
の

育
成
に
向
け
た
新
た
な
要よ
う

請せ
い

な
の
で
す
。パ
ソ
コ
ン
も
英
語
も
、Ｉ
Ｔ
革
命
と
グ
ロ
ー

バ
ル
化
を
に
ら
ん
だ
身
体
ス
キ
ル
の
要
請
な
わ
け
で
す
。

学
校
は
社
会
に
有
用
な
人
材
を
育
成
す
る
と
い
う
目
的
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と
常
に
裏
腹
の
関
係
に
あ

り
ま
す
。

結
局
、
学
校
と
い
う
と
こ
ろ
は
、
そ
の
時
々
の
「
社
会
に
適
応
で
き
る
人
」「
社

会
に
有
用
な
人
」
を
育
成
す
る
こ
と
が
第
一
の
目
的
で
あ
る
、
と
言
っ
て
も
い
い
と

思
い
ま
す
。

し
か
し
皆み
な

さ
ん
は
、
あ
る
い
は
マ
ス
コ
ミ
も
、
ほ
と
ん
ど
の
先
生
で
す
ら
も
、
や

や
も
す
る
と
「
理
想
的
価
値
」
を
身
に
つ
け
さ
せ
る
と
か
、「
道
徳
心
」
を
高
め
る

と
か
、「
す
ば
ら
し
い
人
間
を
育
て
る
場
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
、
学
校
に
対
し
て

期
待
し
が
ち
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
と
く
に
ま
じ
め
な
先
生
ほ
ど
、
そ
の
思
い
込こ

み
が

強
い
と
い
う
傾け
い

向こ
う

が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
あ
ま
り
理
想
を
高
く
設
定

し
す
ぎ
る
と
、
現
実
か
ら
の
し
っ
ぺ
返
し
も
強
く
な
り
ま
す
。

こ
こ
ま
で
述
べ
て
き
た
中
で
、
と
り
わ
け
私
が
と
く
に
言
い
た
か
っ
た
の
は
次
の

よ
う
な
こ
と
で
す
。

ま
ず
学
校
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
の
成
り
立
ち
と
し
て
、
産
業
的
身
体
を
作
っ

た
り
、
そ
の
都
度
の
社
会
に
適
合
的
な
人
間
の
意
識
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
、
ベ
ー

ス
に
な
っ
て
い
る
場
で
し
た
。
も
と
も
と
、
過か

剰
じ
ょ
う

に
＊

高こ
う

邁ま
い

な
理
想
を
も
っ
て
、

人
間
の
資
質
や
個
性
を
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0
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ば
そ
う
と
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た
場
所
で
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な
い
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と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
し
て
「
学
校
」
が
持
つ
こ
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
、
形
を
変
え
つ
つ
、
現
在
ま
で

も
変
わ
っ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。
だ
か
ら
そ
こ
を
出
発
点
に
、
学
校
と

い
う
器
を
考
え
た
ほ
う
が
よ
い
と
私
は
思
う
の
で
す
。

で
す
か
ら
あ
ん
ま
り
肩か
た

肘ひ
じ

を
張
ら
ず
に
、
初
め
か
ら
学
校
と
い
う
場
を
あ
ま
り
理

想
化
し
て
思
い
描え
が

か
な
い
ほ
う
が
い
い
、
と
い
う
の
が
、
私
が
主
張
し
た
い
第
一
の

ポ
イ
ン
ト
で
す
。

「
し
ょ
せ
ん
学
校
」
と
い
う
制
度
な
の
で
す
。
も
ち
ろ
ん
す
ぐ
そ
の
後
に
は
「
さ
れ

ど
学
校
」
と
い
う
言
葉
が
続
く
わ
け
な
の
で
す
が
。

つ
ま
り
、
あ
ま
り
学
校
を
理
想
化
せ
ず
に
、
バ
ラ
ン
ス
の
良
い
学
校
イ
メ
ー
ジ
を

保
っ
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
が
、
私
の
考
え
の
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
す
。

（
菅か
ん

野の

仁
『
教
育
幻げ

ん

想そ
う

』
に
よ
る
）

〈
言
葉
の
説
明
〉

高
邁
…
…
け
だ
か
く
、
衆
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
。
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〈
書
き
方
の
き
ま
り
〉

〇　
〔
問
題
１
〕〔
問
題
２
〕
に
つ
い
て
は
、
行
を
変
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

〇　

題
名
、
名
前
は
書
か
ず
に
一
行
目
か
ら
書
き
、
行
を
か
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

書
き
出
し
や
、
段
落
を
か
え
る
と
き
は
、
一
ま
す
空
け
て
書
き
ま
し
ょ
う
。

〇　

行
を
か
え
る
の
は
段
落
を
か
え
る
と
き
だ
け
と
し
ま
す
。
会
話
な
ど
を
入
れ
る

場
合
は
、
行
を
か
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。

〇　

読と
う

点て
ん

→
、　

句
点
→
。　

か
ぎ
→
「　

な
ど
は
そ
れ
ぞ
れ
一
ま
す
に
書
き
ま

し
ょ
う
。
た
だ
し
、
句
点
と
か
ぎ
→
。」
は
同
じ
ま
す
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

　
　

読
点
や
句
点
が
行
の
一
番
上
に
き
て
し
ま
う
と
き
は
、
前
の
行
の
一
番
最
後
の

字
と
い
っ
し
ょ
に
同
じ
ま
す
に
書
き
ま
し
ょ
う
。

〇　

書
き
出
し
や
、
段
落
を
か
え
て
空
い
た
ま
す
も
字
数
と
し
て
数
え
ま
す
。

〇　

最
後
の
段
落
の
残
り
の
ま
す
は
、
字
数
と
し
て
数
え
ま
せ
ん
。

〇　

文
章
を
直
す
と
き
は
、
消
し
ゴ
ム
で
て
い
ね
い
に
消
し
て
か
ら
書
き
直
し
ま

し
ょ
う
。

問
題

〔
問
題
１
〕　　

文
章
Ａ
に
「
一
生
懸け

ん

命め
い

勉
強
し
た
の
に
実
は
間
違ち

が

い
で
し
た
と
い

う
こ
と
が
、
後
か
ら
起
き
る
か
も
し
れ
な
い
。」
と
あ
り
ま
す
が
、
筆

者
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
肯こ

う

定て
い

的
に
と
ら
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
こ
れ

は
、
筆
者
が
大
学
と
は
ど
の
よ
う
な
教
育
が
行
わ
れ
る
場
で
あ
る
と
考

え
て
い
る
か
ら
で
す
か
。
文
章
Ａ
全
体
を
ふ
ま
え
て
、五
十
字
以
上
、

八
十
字
以
内
で
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

〔
問
題
２
〕　　

文
章
Ｂ
に「
あ
ま
り
学
校
を
理
想
化
せ
ず
に
」と
あ
り
ま
す
が
、「
理

想
化
」
し
て
し
ま
う
と
学
校
が
果
た
す
役
割
を
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と

期
待
し
て
し
ま
う
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
か
。
文
章
Ｂ
全
体
を
ふ

ま
え
て
、
五
十
字
以
上
、
八
十
字
以
内
で
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

〔
問
題
３
〕　　

二
つ
の
文
章
を
読
ん
で
「
こ
れ
か
ら
の
学
び
」
を
あ
な
た
は
ど
の
よ

う
な
も
の
に
し
て
い
く
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
か
。
い
く
つ
か
の
段
落
に

分
け
て
、
分
か
り
や
す
く
書
き
ま
し
ょ
う
。
な
お
、
全
体
の
字
数
は

四
百
字
以
上
、
五
百
字
以
内
と
し
ま
す
。


