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【
解
答
例
】 

 
Ⅰ 

問
一 
ウ 

問
二 

一
つ
の
拍
動
で
生
命
に
必
要
な
一
連
の
動
き
を
同
時
に
行
い
、
身
体

の
一
部
を
水
に
溶
か
し
つ
つ
も
そ
の
差
異
を
厳
密
に
維
持
し
て
生
き
る

ク
ラ
ゲ
の
姿
は
、
渾
然
一
体
と
な
っ
た
生
命
の
根
源
を
思
わ
せ
、
身
体
や

分
化
さ
れ
た
各
器
官
を
も
つ
人
間
存
在
の
確
か
さ
を
無
化
す
る
よ
う
に

感
じ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
。（
119
字
） 

問
三 

魚
類
の
大
量
捕
獲
や
、
大
型
貨
物
船
の
移
動
に
よ
る
ク
ラ
ゲ
の
他
海

域
へ
の
移
動
、
魚
の
養
殖
に
よ
る
海
の
富
栄
養
化
と
い
っ
た
人
間
活
動

を
継
続
す
る
こ
と
で
、
海
洋
生
態
系
に
お
け
る
食
物
網
が
、
多
種
多
様
な

生
き
物
を
棲
息
さ
せ
る
大
型
魚
を
頂
点
と
す
る
長
く
豊
か
な
食
物
連
鎖

か
ら
、
ク
ラ
ゲ
を
頂
点
と
す
る
小
魚
と
動
物
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
に
よ
る
短

い
サ
イ
ク
ル
の
食
物
連
鎖
へ
と
置
き
換
わ
る
と
い
う
こ
と
。（
158
字
） 

問
四 

（
ア
）
＝
鑑
賞
対
象
と
し
て
の
ク
ラ
ゲ
は
、
人
間
の
雑
多
な
生
命
活
動

と
は
ま
っ
た
く
接
点
の
な
い
も
の
と
し
て
外
化
さ
れ
、
美
化
さ

れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
か
ら
。（
60
字
） 

 
 

 

（
イ
）
＝
完
全
な
頂
点
捕
食
者
と
し
て
の
ク
ラ
ゲ
が
出
現
し
て
初
め
て
、

人
間
は
そ
の
実
現
に
積
極
的
に
加
担
し
た
存
在
と
し
て
の
接
点

を
も
つ
こ
と
に
な
る
か
ら
。（
59
字
） 

       

Ⅱ 

問
一 

（
ａ
）
＝
困
窮 

（
ｂ
）
＝
操
業 

 

（
ｃ
）
＝
奴
隷 

（
ｄ
）
＝
執
着 

問
二 

前
者
は
個
人
が
モ
ノ
に
対
し
て
排
他
的
な
所
有
権
を
も
つ
こ
と
を
前

提
に
、
近
年
Ｉ
Ｃ
Ｔ
な
ど
の
利
用
を
通
じ
て
限
ら
れ
た
資
源
を
有
効
活

用
す
る
と
と
も
に
、
共
同
体
の
つ
な
が
り
を
再
興
す
る
こ
と
を
目
指
す

暮
ら
し
で
あ
る
一
方
、
後
者
は
古
く
か
ら
お
こ
な
わ
れ
て
お
り
、
モ
ノ
の

所
有
権
を
特
定
の
個
人
に
帰
属
さ
せ
ず
、
共
同
体
の
間
で
さ
ま
ざ
ま
な

人
の
使
用
履
歴
を
帯
び
な
が
ら
寿
命
限
界
ま
で
リ
ユ
ー
ス
・
リ
サ
イ
ク

ル
し
な
が
ら
循
環
さ
せ
る
暮
ら
し
で
あ
る
。（
179
字
） 

問
三 

個
人
は
あ
ら
ゆ
る
モ
ノ
を
身
体
労
働
に
よ
っ
て
所
有
し
、
そ
れ
に
対

し
て
排
他
的
権
利
を
有
す
る
と
い
う
私
的
所
有
論
の
考
え
方
。
（
50
字
） 

問
四 

明
ら
か
に
自
身
に
所
有
権
が
あ
る
モ
ノ
や
財
を
、
心
情
的
・
社
会
道
徳

的
理
由
か
ら
手
放
す
こ
と
は
、
個
人
が
所
有
物
に
対
し
て
排
他
的
な
権

利
を
有
す
る
と
い
う
私
的
所
有
に
お
け
る
利
益
に
反
す
る
も
の
で
あ
る

が
、
タ
ン
ザ
ニ
ア
社
会
に
お
い
て
そ
れ
は
決
し
て
損
失
で
は
な
く
、
持
ち

主
の
人
格
が
モ
ノ
に
付
帯
し
て
循
環
す
る
こ
と
が
、
社
会
関
係
を
維
持

す
る
だ
け
で
な
く
、
経
済
実
践
を
成
り
立
た
せ
、
他
と
は
区
別
さ
れ
た
自

己
の
確
立
を
も
促
す
役
割
を
果
た
す
。
（
179
字
） 
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Ⅲ 
問
一 

（
ア
）
＝
今
の
時
代
で
も
、
和
歌
を
詠
む
ほ
ど
の
者
な
ど
は
、
ほ
と
ん

ど
間
違
え
る
こ
と
の
な
い
仮
名
遣
い
で
さ
え
、
こ
の
よ
う
に
間

違
っ
て
い
る
の
は
、 

 
 

 

（
イ
）
＝
ワ
行
の
「
を
」
と
ア
行
の
「
お
」
や
、
ワ
行
の
「
わ
」
と
ハ

行
の
「
は
」
の
区
別
が
つ
い
て
い
な
い
、
真
名
本
の
仮
名
遣
い
の

誤
り
。 

問
二 

そ
れ
を
思
う
と
、
こ
れ
も
昔
の
一
つ
の
本
で
あ
っ
た
が
、
後
世
に
な
っ

て
漢
字
に
書
き
換
え
た
も
の
で
あ
る
に
違
い
な
い
。 

問
三 

賀
茂
真
淵
が
、
仮
名
遣
い
の
乱
れ
た
真
名
本
を
「
古
本
」
と
し
て
評
価

し
た
り
、
典
拠
と
し
て
引
用
し
た
り
し
て
い
る
こ
と
。 

問
四 

仮
名
の
清
濁
を
書
き
分
け
て
い
る
の
は
近
年
の
国
学
と
い
う
学
問
が

始
ま
っ
て
以
降
の
人
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
は
で
き
な
い
こ
と
で

あ
る
。 

問
五 

国
学
者
が
旧
本
を
記
し
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
た
め
、「
に
」
と
い
う

助
詞
の
補
い
は
、
平
安
時
代
の
言
葉
遣
い
を
知
ら
な
い
当
世
の
人
が
利

口
ぶ
っ
て
書
い
た
も
の
だ
と
判
断
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
か
ら
。 


