
査
の
第
２

問
で
は
、
宇
杉
和
夫
「
路
地
が
ま
ち
の
記
憶

を
つ
な
ぐ
」
か
ら
文
章
と
二
つ
の
表
、
五
つ
の
図
が
出

題
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
問
題
で
生
徒
が
最
も
苦
労
し
た

の
が
問
３

で
、
正
答
率
は
た
っ
た
の
一
九
・
二
％
で
し

た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
正
解
に
至
る
ま
で
の
道
筋
を
見

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　

問
３

は
「
図
３

の
江
東
区
の
一
画
は
、
ど
の
よ
う
に

整
備
さ
れ
た
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
か
」
と
い
う

設
問
で
し
た
。
そ
こ
で
、
こ
の｜ 

設
問
文 ｜
を
基
点
と
し

て
、
次
の
よ
う
に
つ
な
い
で
い
き
ま
す
。

○ 

｜ 

図
３ ｜

↓｜ 

説
明
文 ｜「
自
動
車
交
通
、
駐
車
ス
ペ
ー
ス
に
な
ら

ず
ガ
ラ
ン
と
し
た
通
り
も
あ
る
」

○ 

「
江
東
区
」

↓｜ 

本
文 ｜　

第
８

段
落
「
東
京
に
も
江
戸
か
ら
継
承
さ

れ
た
街
区
が
あ
る
。
江
東
区
の
方
形
整
形
街
区
方
式

は
掘
割 

｜ （
注
４

） ｜ 

と
と
も
に
形
成
さ
れ
た
。
…
…
こ

こ
は
近
代
の
、
整
形
を
基
本
と
す
る
市
街
地
整
備
の

典
型
と
な
る
も
の
で
あ
る
」

↓｜ （
注
４

） ｜　
「
掘
割
＝
地
面
を
掘
っ
て
作
っ
た
水
路
。

江
東
区
に
は
掘
割
を
埋
め
立
て
て
道
路
を
整
備
し
た

れ
に
よ
っ
て
②
と
③
が
評
価
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
は

思
い
ま
せ
ん
が
、
見
た
目
が
「
新
し
い
テ
ス
ト
」
で
あ

る
こ
と
が
重
要
な
の
で
す
。

　

こ
の
共
通
テ
ス
ト
対
策
に
は
、
多
く
の
予
想
問
題
を

解
き
模
擬
試
験
を
受
け
て
新
傾
向
に
慣
れ
て
お
く
だ
け

で
な
く
、
複
数
の
資
料
が
出
題
さ
れ
る
小
論
文
問
題
や

セ
ン
タ
ー
試
験
の
過
去
問
に
も
あ
た
っ
て
お
く
こ
と
が

重
要
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
対
策
自
体
は
間
違

っ
て
い
な
い
の
で
す
が
、
漫
然
と
予
想
問
題
を
解
く
だ

け
で
は
有
効
な
対
策
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
こ
こ
で
は
、

試
行
調
査
の
問
題
の
中
で
特
に
正
答
率
の
低
か
っ
た
設

問
を
例
に
、
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
二
つ
挙
げ
て
お
き
ま

す
。

⑴
　
つ
な
ぐ
意
識

　

複
数
の
文
章
や
資
料
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
問
題

が
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
を
関
連

づ
け
て
考
え
る
思
考
力
と
判
断
力
が
重
要
に
な
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
そ
こ
で
必
要
に
な
る
の
が
〈
つ
な
ぐ
意

識
〉
で
す
。

　

二
〇
一
七
年
一
一
月
に
実
施
さ
れ
た
第
一
回
試
行
調

　

二
〇
一
七
年
に
文
部
科
学
省
が
、
大
学
入
試
で
は

「
学
力
の
三
要
素
」、
す
な
わ
ち
、
①
知
識
・
技
能
、
②

思
考
力
・
判
断
力
・
表
現
力
、
③
主
体
性
を
持
っ
て
多

様
な
人
々
と
協
働
し
て
学
ぶ
態
度
と
い
う
三
つ
の
能
力

を
評
価
す
る
と
発
表
し
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
従
来
の
入

試
で
は
測
れ
な
か
っ
た
②
と
③
を
評
価
す
る
た
め
に
考

え
だ
さ
れ
た
の
が
、
二
〇
二
一
年
か
ら
の
大
学
入
学
共

通
テ
ス
ト
（
以
下
、
共
通
テ
ス
ト
）
で
す
。
当
初
、
共

通
テ
ス
ト
の
国
語
で
は
記
述
式
問
題
導
入
が
目
玉
と
さ

れ
て
い
ま
し
た
が
、
ご
存
知
の
通
り
、
こ
の
目
玉
は
抜

か
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
共
通
テ
ス
ト
は
実

施
さ
れ
ま
す
。
国
＝
文
科
省
＝
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
は
、

マ
ー
ク
式
と
い
う
「
古
い
方
式
」
で
あ
っ
て
も
、
内
容

は
「
新
し
い
テ
ス
ト
」
で
あ
る
こ
と
を
見
せ
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
う
考
え
る
と
、
こ
れ
ま
で
に
実
施
さ
れ
た
二
回
の

試
行
調
査
の
通
り
、
論
理
的
文
章
は
、
複
数
の
文
章
や

図
表
を
提
示
し
て
、
そ
れ
を
総
合
的
に
読
み
解
か
せ
る

資
料
分
析
型
の
出
題
に
な
る
で
し
ょ
う
し
、
文
学
的
文

章
は
、
小
説
だ
け
で
な
く
、
詩
や
俳
句
、
短
歌
、
随
筆
、

外
国
文
学
な
ど
を
併
せ
た
出
題
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト
に
向
け
て

―
新
傾
向
の
分
析
と
指
導
法
（
現
代
文
編
）
―
　
代
々
木
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
講
師
　
森
　
直
紀
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は
「
擬
態
語
」「
擬
人
法
」「
倒
置
法
」「
反
復
法
」「
演

繹
的
」「
帰
納
的
」「
反
語
的
」「
構
造
的
」
と
い
う
語

が
並
ん
で
い
ま
す
。
正
解
は
「
倒
置
法
」
と
「
反
語

的
」
で
、
こ
れ
も
詩
を
読
め
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
レ
ベ
ル

で
す
が
、
五
人
中
四
人
が
誤
っ
て
い
る
。

　

こ
の
原
因
は
単
純
で
、
要
は
表
現
技
法
（
レ
ト
リ
ッ

ク
）
の
知
識
不
足
な
の
で
す
が
、
対
策
と
な
る
と
、
そ

う
単
純
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
表
現
技
法
は

実
際
に
文
学
作
品
に
ふ
れ
る
過
程
で
理
解
さ
れ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
暗
記
す
る
よ
う
な
知
識
で
は
な
い
か
ら
で

す
。
し
か
し
、
い
ま
の
高
校
生
は
、
表
現
技
法
が
駆
使

さ
れ
た
良
質
な
文
学
作
品
を
味
わ
っ
て
い
な
い
。
し
か

も
、
二
〇
二
二
年
度
か
ら
適
用
さ
れ
る
新
学
習
指
導
要

領
で
、
高
校
国
語
が
「
論
理
国
語
」
と
「
文
学
国
語
」

に
分
か
れ
る
と
、
文
学
に
ふ
れ
な
い
生
徒
が
さ
ら
に
増

え
る
と
予
想
さ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
文

学
の
表
現
と
い
う
も
の
を
ど
う
教
え
て
い
く
か
。
否
、

こ
れ
は
単
に
表
現
技
法
だ
け
の
問
題
で
は
な
い
。
文
学

作
品
を
通
し
て
若
者
が
学
ぶ
は
ず
の
「
人
間
の
心
」
を

ど
う
育
ん
で
い
く
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
で
し
ょ
う
。

　

私
自
身
は
、
半
ば
強
制
的
に
で
も
子
ど
も
た
ち
に
文

学
作
品
を
読
ま
せ
る
よ
う
に
し
て
い
く
べ
き
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
。
朝
読
書
の
時
間
延
長
、
学
校
内
の
読
書
感

想
文
コ
ン
ク
ー
ル
や
お
薦
め
本
の
プ
レ
ゼ
ン
大
会
、
定

期
考
査
に
お
け
る
課
題
図
書
の
設
定
、
そ
の
内
容
に
関

す
る
デ
ィ
ベ
ー
ト
な
ど
、
教
師
の
側
か
ら
積
極
的
に
、

読
書
体
験
創
出
に
つ
な
が
る
企
画
を
発
信
し
て
み
て
は

い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

の
商
学
部
（
Ｂ
方
式
）
や
総
合
政
策
学
部
、
広
島
大
学

総
合
科
学
部
、
九
州
大
学
共
創
学
部
な
ど
の
小
論
文
問

題
は
、
そ
の
出
題
テ
ー
マ
も
含
め
て
共
通
テ
ス
ト
対
策

に
な
る
良
質
な
問
題
で
す
。

⑵
　
表
現
技
法
の
知
識

　

文
科
省
が
評
価
す
る
と
言
っ
て
い
る
「
学
力
の
三
要

素
」
に
「
表
現
力
」
が
あ
り
ま
す
が
、
記
述
式
が
見
送

り
に
な
っ
た
以
上
、「
表
現
力
」
の
評
価
は
「
表
現
技

法
の
理
解
」
の
評
価
に
な
ら
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
が
、
二
〇
一
八
年
一
一
月
に
実
施
さ
れ
た
第

二
回
試
行
調
査
の
結
果
を
見
る
と
、
表
現
技
法
に
関
す

る
設
問
の
正
答
率
が
極
端
に
低
い
の
で
す
。
第
２

問
の

問
５

「【
文
章
】
の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当

で
な
い
も
の
」
を
一
つ
選
ぶ
設
問
の
正
答
率
は
一
七
・

一
％
、
第
３

問
の
問
６

ⅰ
「
詩
『
紙
』
の
表
現
に
関
す

る
説
明
の
空
欄
に
入
る
語
句
の
組
合
せ
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
」
を
選
ぶ
設
問
の
正
答
率
は
二
二
・
一
％
で
、

そ
れ
ぞ
れ
大
問
中
で
最
も
低
い
正
答
率
で
し
た
。

　

第
２

問
・
問
５

の
正
解
（
適
当
で
な
い
も
の
）
は
①

「『

―
』
は
直
前
の
語
句
を
強
調
し
、
筆
者
の
主
張
に

注
釈
を
加
え
る
働
き
を
も
っ
て
い
る
。」
で
す
。
本
文

を
見
れ
ば
「

―
」（
ダ
ッ
シ
ュ
）
に
「
直
前
の
語
句

を
強
調
」
す
る
働
き
な
ど
な
い
こ
と
は
明
ら
か
な
の
で

す
が
、
六
人
中
五
人
が
こ
れ
を
選
べ
て
い
な
い
。

　

第
３

問
・
問
６

ⅰ
に
あ
る
説
明
文
は
「
対
比
的
な
表

現
や
ａ

を
用
い
な
が
ら
、
第
一
連
に
示
さ
れ
る
思

い
を
ｂ

に
捉
え
直
し
て
い
る
。」
で
、
選
択
肢
に

箇
所
が
あ
る
」

↓｜ 
本
文 ｜　

第
９

段
落
「
江
東
区
で
は
、
計
画
が
機
能

的
・
経
済
的
に
短
絡
さ
れ
て
き
た
。
…
…
地
区
街
区

の
歴
史
的
な
空
間
の
記
憶
を
…
…
合
理
的
空
間
基
準

が
変
革
対
象
と
し
て
き
た
こ
と
に
問
題
が
あ
る
」

↓｜ 

表
１ ｜「
近
代
道
路
空
間
計
画
シ
ス
テ
ム
」
の
構
造

は
「
合
理
性
」、
背
景
は
「
欧
米
近
代
志
向
」、
主
体

は
「
ク
ル
マ
・
交
通
」

　

以
上
よ
り
、
正
解
は
③
「
江
戸
か
ら
継
承
さ
れ
た
水

路
を
埋
め
立
て
、
自
動
車
交
通
に
配
慮
し
た
機
能
的
な

近
代
の
空
間
に
整
備
さ
れ
た
例
。」
で
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、｜ 

設
問
文 ｜か
ら｜ 

図 ｜へ
、｜ 
図 ｜か
ら
図
の

｜ 

説
明
文 ｜
へ
、
さ
ら
に
、
｜ 

設
問
文 ｜
か
ら｜ 

本
文 ｜
へ
、
｜ 
本

文 ｜か
ら｜ 

注 ｜と｜ 

表 ｜へ
と
、
キ
ー
ワ
ー
ド
を
手
が
か
り
と

し
て
つ
な
い
で
い
く
こ
と
で
正
解
に
た
ど
り
つ
け
る
の

で
す
。

　

共
通
テ
ス
ト
の
問
題
作
成
者
は
、
文
章
と
図
表
、
さ

ら
に
は
図
の
説
明
文
や
注
ま
で
を
も
つ
な
ぎ
合
わ
せ
な

け
れ
ば
正
解
で
き
な
い
よ
う
に
、
意
識
的
に
仕
掛
け
て

き
ま
す
。
こ
の
〈
仕
掛
け
〉
を
突
破
す
る
に
は
、
物
的

証
拠
を
手
が
か
り
と
し
て
、
関
係
す
る
人
物
や
場
所
を

調
べ
上
げ
て
い
く
〈
捜
査
〉
に
も
似
た
ス
キ
ル
が
要
求

さ
れ
ま
す
。
そ
の
ス
キ
ル
を
高
め
る
の
が
〈
つ
な
ぐ
意

識
〉
で
す
。

　

こ
の
意
識
を
育
て
る
た
め
に
有
効
な
の
が
、
小
論
文

の
活
用
で
す
。
複
数
の
文
章
や
図
表
を
つ
な
い
で
考
え

さ
せ
る
問
題
の
形
式
は
、
小
論
文
入
試
が
早
く
か
ら
採

用
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
た
と
え
ば
、
慶
應
義
塾
大
学
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