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設問に対する適切な解答がありませんでした。
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記
述
解
答
用
紙
記
入
上
の
注
意

(

1

)

記
述
解
答
用
紙
の
所
定
欄
(

2

カ
所
）
に
、
氏
名
お
よ
び
受
験
番
号
を
正
確
に
丁
寧
に
記
入
す
る
こ
と
。

(

2

)

所
定
欄
以
外
に
受
験
番
号
・
氏
名
を
記
入
し
た
解
答
用
紙
は
採
点
の
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

(

3

)

受
験
番
号
の
記
入
に
あ
た
っ
て
は
、
次
の
数
字
見
本
に
し
た
が
い
、
読
み
や
す
い
よ
う
に
、
正
確
に

丁
寧
に
記
入
す
る
こ
と
。

―
数
字
見
本
一
。
一
ー
一

2

一3
一4
—5
一6
―7
_
8
_
,
-

解
答
は
す
べ
て
所
定
の
解
答
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。
所
定
欄
以
外
に
何
か
を
記
入
し
た
解
答
用
紙
は
採

点
の
対
象
外
と
な
る
場
合
が
あ
る
。

問
題
冊
子
の
余
白
等
は
適
宜
利
用
し
て
よ
い
が
、
ど
の
ペ
ー
ジ
も
切
り
離
さ
な
い
こ
と
。

試
験
終
了
の
指
示
が
出
た
ら
、
す
ぐ
に
解
答
を
や
め
、
筆
記
用
具
を
置
き
解
答
用
紙
を
裏
返
し
に
す
る
こ
と
。

い
か
な
る
場
合
で
も
、
解
答
用
紙
は
必
ず
提
出
す
る
こ
と
。

試
験
終
了
後
、
問
題
冊
子
は
持
ち
帰
る
こ
と
。

8
 

7
 

6
 

試
験
開
始
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
冊
子
お
よ
び
解
答
用
紙
に
は
手
を
触
れ
な
い
こ
と
。

問
題
は

2
¥
1
1
ペ
ー
ジ
に
記
載
さ
れ
て
い
る
。
試
験
中
に
問
題
冊
子
の
印
刷
不
鮮
明
、
ペ
ー
ジ
の
落
丁
・

乱
丁
お
よ
び
解
答
用
紙
の
汚
損
等
に
気
付
い
た
場
合
は
、
手
を
挙
げ
て
監
督
員
に
知
ら
せ
る
こ
と
。

解
答
は
す
べ
て

H
B
の
黒
鉛
筆
ま
た
は

H
B
の
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
で
記
入
す
る
こ
と
。

4

マ
ー
ク
解
答
用
紙
記
入
上
の
注
意

(

l

)

印
刷
さ
れ
て
い
る
受
験
番
号
が
、
自
分
の
受
験
番
号
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
う
え
で
、

氏
名
欄
に
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。

(

2

)

マ
ー
ク
欄
に
は
は
っ
き
り
と
マ
ー
ク
す
る
こ
と
。
ま
た
、
訂
正
す
る
場
合
は
、

消
し
残
し
が
な
い
よ
う
に
よ
く
消
す
こ
と
。

3
 

2
 

ー

マ
ー
ク
す
る
時
一
●
良
い

0
悪
い
〇
悪
い

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
9
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`
`
 

マ
ー
ク
を
消
す
時

0
良
い

0
悪
い

0
悪
い

注
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消
し
ゴ
ム
で
丁
寧
に
、

ー



―
―
一
次
の
文
章
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
家
族
の
形
態
に
生
じ
た
変
化
に
つ
い
て
論
じ
た
本
か
ら
抜
粋
し
、
一
部
を
改

変
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
文
章
は
、
戦
前
の
映
画
文
化
が
若
い
世
代
に
支
持
さ
れ
た
状
況
の
説
明
に
続
く

一
方
で

1
9
2
0
年
代
以
降
、
年
少
者
た
ち
が
自
分
で
稼
ぎ
、
そ
の
金
で
活
動
写
真
に
い
く
こ
と
を
押
し
と
ど
め
る
動
き
も
強
ま

り
始
め
る
。
そ
う
し
た
力
の
発
生
と
深
く
か
か
わ
っ
た
の
が
、
そ
の
時
代
の
都
市
に
拡
が
り
始
め
て
い
た
「
小
家
族
」
と
い
う
生
き
方
で
あ

る
。
【
イ
】

2. 

こ
の
小
家
族
の
形
成
の
前
提
に
な
っ
た
の
が
、

1
9
1
0
年
代
な
か
ば
以
降
の
賃
金
上
昇
だ
っ
た
。
第
一
次
大
戦
に
も
と
づ
く
空
前
の
好

の
な
か
で
賃
金
上
昇
が
加
速
し
た
。
斎
藤
修
に
よ
れ
ば
、

1
8
8
2
年
か
ら

1
9
1
4
年
ま
で
は

の
年
平
均
増
加
率
は

0
.
7
％
に
と
ど
ま
っ
た
の
に
対
し
、

1
4
年
か
ら

2
0
年
に
か
け
て
は

7
.
5
％
と
い
う
驚
異
的
な
伸
び
が
み
ら
れ
た
。
賃
金
の
平
均
増

加
率
は
、
そ
の
後
、
不
況
に
よ
っ
て
鈍
化
す
る
と
は
い
え
、

こ
う
し
た
大
幅
な
賃
金
増
加
に
後
押
し
さ
れ
、
都
市
で
は
金
銭
の
支
払
い
に
依
存
し
た
あ
ら
た
な
暮
ら
し
が
展
開
さ
れ
始
め
る
。
な
か
で

も
重
要
に
な
る
の
が
、
親
か
ら
多
か
れ
少
な
か
れ
独
立
し
、
夫
婦
と
そ
の
子
ど
も
中
心
で
暮
ら
す
、
独
自
の
生
活
構
造
が
確
立
さ
れ
て
い
っ

た
こ
と
で
あ
る
。

1
9
3
7
年
ま
で

1
.
5
％
の
成
長
率
を
維
持
し
た
の
で
あ
り
、

1
0
0
年
単

と
、
親
と
未
婚
の
子
か
ら
な
る
家
族
を
足
す
と

6
6
.
3
％
と
な
り
、
さ
ら
に
農
林
水
産
業
に
世
帯
主
が
従
事
す
る
家
族
を
除
く
と

7
2
.
9
%

と
呼
び
、
そ
れ
を
当
時
の
日
本
の
家
族
の
代
表
的
類
型
と
み
な
し

た
。
戸
田
は
、
小
家
族
を
「
忠
実
に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
真
に
家
族
に
固
有
な
る
も
の
に
容
易
に
近
づ
き
得
る
」
代
表
的
な
家
族
の

も
ち
ろ
ん
戸
田
が
統
計
上
取
り
出
し
た
小
家
族
に
、
都
市
で
貧
し
く
暮
ら
す
破
片
的
な
家
族
が
一
定
数
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で

き
な
い
。
そ
れ
以
前
、
都
市
で
親
と
未
婚
の
子
だ
け
か
ら
な
る
家
族
が
、
珍
し
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
近
世
都
市
に
は
家
か
ら
の
欠
落
や

出
稼
ぎ
、
ま
た
は
丁
稚
に
入
る
た
め
に
来
た
流
入
者
が
多
数
集
ま
っ
て
い
た
。
こ
う
し
た
人
び
と
は
、
経
済
的
困
窮
や
晩
婚
の
せ
い
で
、
都

2
 

市
で
不
安
定
な
暮
ら
し
を
送
り
つ
つ
、
あ
ま
り
子
ど
も
を
産
ま
ず
、
世
代
の
再
生
産
が
で
き
な
い
ま
ま
消
え
る
場
合
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
20
世
紀
に
は
都
市
を
中
心
と
し
た
市
場
の
拡
大
や
企
業
の
勃
興
に
か
か
わ
り
、
多
く
の
家
族
が
そ
れ
ま
で
と
は
異
な
る
安
定
性
を

手
に
入
れ
始
め
る
こ
と
に
な
っ
た
。
大
橋
隆
憲
の
推
定
で
は
、
公
務
員
や
労
働
者
な
ど
お
も
に
賃
金
を
も
ら
い
生
活
し
て
い
た
世
帯
の
割
合

は、

1
8
8
8
年
の

10.70110
か
ら

1
8
9
8
年
の

2
4
.
2
%
、

契
機
と
し
て

1
9
0
9
年
の

3
3
.
0
％
ま
で
、

20
年
余
り
の
あ
い
だ
に

3
倍
以
上
も
増

大
し
た
。
そ
う
し
て
給
与
生
活
を
営
む
人
び
と
を
顧
客
と
し
て
、
中
小
商
店
を
営
む
人
び
と
も
増
え
て
い
く
。
と
く
に
日
清
・
日
露
戦
争
を

し
た
こ
と
に
と
も
な
い
、

1
8
8
8
年
に
全
国
の
世
帯
中
3
.
7
％
だ
っ
た
商
工
の
自
営
業
者
の
割
合
は
、

1
8
9
8
年
に
は

4
.
9
%
、
1
9
0
9
年
に
は

6
.
2
％
と
倍
近
く
に
ま
で
増
大
し
た
の
で
あ
る
。

3
 

流
通
す
る
貨
幣
に
依
存
し
て
、
こ
う
し
て
相
対
的
に
安
定
し
た
「
私
生
活
」
を
送
る
家
族
が
増
加
し
て
い
く
。
【
ハ
】

そ
れ
を
ひ
と
つ
に
示
す
の
が
、
東
京
市
に
お
け
る
世
帯
人
員
の
安
定
で
あ
る
。

1
8
8
0
年
代
に
一
戸
あ
た
り
の
平
均
人
員
は
急
上
昇
し

た
後
、

1
8
9
0
年
末
以
降
下
降
し
、

1
9
1
0
年
代
以
降
3
.
8
人
程
度
に
収
束
す
る
。
こ
れ
を
中
川
清
は
、
小
家
族
が
都
市
生
活
の
基

本
的
な
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
自
立
し
て
い
く
過
程
を
表
現
し
て
い
る
と
み
な
し
た
。
中
川
に
よ
れ
ば
、
明
治
中
・
後
期
ま
で
の
貧
民
は
そ
も
そ

も
「
家
族
で
あ
る
こ
と
自
体
に
貧
し
く
」
、
集
ま
っ
て
は
離
散
す
る
不
安
定
な
集
団
を
形
成
し
て
い
た
。
＿
A
＿
時
期
や
場
所
に
よ
っ
て
、

人
員
数
に
大
き
な
ば
ら
つ
き
が
み
ら
れ
た
の
だ
が
、

19
世
紀
末
か
ら
の
都
市
の
経
済
的
成
長
に
と
も
な
い
、
家
族
生
活
は
次
第
に
安
定
し
て

い
く
。
子
ど
も
を
早
い
う
ち
か
ら
丁
稚
に
だ
す
と
い
っ
た
生
活
も
か
ぎ
ら
れ
た
も
の
に
な
り
、
そ
の
た
め
一
度
は
世
帯
人
員
は
増
加
し
た
が

次
に
は
他
家
に
逗
留
す
る
人
も
減
る
こ
と
で
、
世
帯
人
員
は
小
規
模
で
安
定
し
て
い
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

4
 

20
世
紀
に
入
る
頃
に
は
、
小
家
族
は
こ
う
し
て
「
破
片
」
的
性
格
を
脱
し
て
、
私
的
な
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
自
立
し
始
め
た
。
そ
れ
を
よ
く

5
 

示
す
の
が
、
い
わ
ゆ
る
新
中
間
層
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
の
拡
大
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
未
曽
有
の
賃
金
上
昇
と
並
行
し
、
都
市
で
は
「
俸
給
生
活
者
」
、
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

「
中
流
階
級
」
、
「
中
間
階
級
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
あ
ら
た
な
集
団
が
注
目
を
集
め
て
い
っ
た
。
門
脇
厚
司
ら
は
そ
う
し
て
近
代
的
産
業
部
門

で
俸
給
を
も
ら
い
暮
ら
す
就
業
者
を
「
新
中
間
層
」
と
総
称
し
、
そ
の
集
団
が

1
9
2
0
¥
3
0
年
代
に
急
増
し
た
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

新
中
間
層
に
含
ま
れ
る
就
業
者
は

1
9
2
0
年
の

1
0
7
万
人
か
ら

1
9
3
0
年
の

1
9
8
万
ま
で

1
9
4
0
年
に
は

3
5
9
万
人
と
さ
ら
に

1
.
8
1
倍
増
加
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
【
二
】

か
た
ち
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。
【
口
】

に
な
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
戸
田
は
こ
う
し
た
家
族
を

国
で

1
.
8
6
倍
に
増
大
し
、

「
白
襟
労
働
者
」
、
「
小
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
群
」
、

二
は

1
9
2
0
年
の

を
分
析
し
、
全
国
の
都
市
部
の
家
族
の
形
態
と
し
て
、
配
偶
者
だ
け
の
家
族

位
で
み
て
も
こ
れ
は
未
曽
有
の
成
長
だ
っ
た
と
さ
れ
る
。

た
だ
し

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。



族
的
暮
ら
し
が
、

そ
れ
を
踏
ま
え
、

1
9
2
0
、
3
0年
代
に
は
各
種
家
電
も
普
及
し
始
め
た
。
電
灯
使
用
の
夜
間
の
偏
り
を
解
消
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
、

電
気
会
社
は
値
下
げ
や
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
始
め
、
家
電
の
普
及
を
促
し
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
お
か
げ
も
あ
っ
て
、

1
9
3
0年
の
東
京
で
の
調
査
で
は
、
す
で
に

3
5
.
8
％
の
契
約
者
世
帯
が
ア
イ
ロ
ン
、

2
1
.
7
％
が
電
気
ス

タ
ン
ド
、

2
2
.
.
5
％
が
ラ
ジ
オ
、

1
3
.
7
％
が
扇
風
機
を
所
有
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は

5
灯
か
ら

10
灯
を
備
え
た
家
を
対
象
に
し
た

で
、
実
際
の
普
及
率
よ
り
高
い
数
値
が
出
て
い
る
と
み
ら
れ
る
。
た
だ
し

1
9
1
0
年
代
後
半
に
は
、

1
灯
の
電
灯
契
約
で
複
数
の
家

電
使
用
を
可
能
に
す
る
「
二
灯
用
ク
ラ
ス
タ
ー
」
も
す
で
に
拡
が
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
み
て
も
、
家
電
を
複
数
買
い
利
用
す
る
生
活
が
当
時
、

広
範
に
拡
が
り
始
め
て
い
た
こ
と
は
否
定
し
が
た
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
拡
大
し
て
い
く
消
費
市
場
に
引
き
ず
ら
れ
な
が
ら
、
小
家
族
的
暮
ら
し
は
た
ん
に
破
片
的
な
も
の
を
越
え
た
、

質
を
担
い
始
め
る
。
消
費
市
場
の
拡
大
を
追
い
風
と
し
て
、
衣
服
や
家
電
な
ど
を
次
々
と
消
費
し
て
い
く
生
活
が
送
ら
れ
、
そ
れ
が
場
合
に

よ
っ
て
は
階
層
を
越
え
、
理
想
的
な
生
活
と
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
寺
出
浩
司
は
、

1
9
2
0
年
代
は
じ
め
に
大
阪
で
お
こ

な
わ
れ
た
調
査
に
依
拠
し
、
工
場
労
働
者
た
ち
が
余
暇
を
野
球
や
テ
ニ
ス
な
ど
の
ス
ポ
ー
ツ
に
費
や
す
な
ど
、
新
中
間
層
に
似
た
ラ
イ
フ
ス

タ
イ
ル
を
身
に
着
け
て
い
る
こ
と
を
あ
き
ら
か
に
し
て
い
る
。
行
楽
に
出
か
け
ス
ポ
ー
ツ
を
楽
し
み
、
繁
華
街
で
映
画
を
み
る
よ
う
な
小
家

一
種
の
背
伸
び
と
し
て
多
く
の
人
び
と
に
受
け
入
れ
ら
れ
始
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

と
は
い
え
具
体
的
に
み
れ
ば
、
新
中
間
層
的
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
身
に
つ
け
た
小
家
族
の
暮
ら
し
は
安
楽
だ
っ
た
と
ば
か
り
は
い
え
な
い
。

a
I
I
 

第
一
の
問
題
は
、
そ
の
生
活
が
景
気
の
影
響
を
受
け
、
た
や
す
く
ユ
ら
い
だ
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
小
家
族
は
、
企
業
の
勃
興
や
膨
張
す

る
貨
幣
流
通
を
追
い
風
と
し
て
、
出
自
と
な
る
家
や
隣
人
に
依
存
し
な
い
比
較
的
安
定
し
た
生
活
を
築
い
て
い
く
こ
と
が
で
き
た
。
だ
が
裏

を
返
せ
ば
、
そ
れ
は
景
気
の
変
動
で
容
易
に
生
活
が
浮
き
沈
み
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。
景
気
が
悪
く
な
れ
ば
、
他
に
頼
る
と
こ
ろ
の

な
い
小
家
族
の
暮
ら
し
は
途
端
に
厳
し
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
男
性
稼
ぎ
手
が
馘
首
さ
れ
た
り
、
病
気
と
な
っ
た
り
す
れ
ば
、

b
 

の
家
計
は
一
気
に
破
タ
ン
し
た
の
で
あ
る
。

実
際
、

1
9
2
0
年
代
以
降
に
は
賃
金
上
昇
が
鈍
化
す
る
傍
ら
消
費
者
物
価
指
数
が
急
騰
し
、
そ
の
後
、
高
止
ま
り
す
る
な
か
で
、
小
家

族
の
生
活
は
途
端
に
苦
し
い
も
の
に
陥
っ
た
。
新
中
間
層
的
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
維
持
す
る
こ
と
が
む
ず
か
し
く
な
っ
た
の
で
あ
り
、

＿

A

＿
節
約
も
求
め
ら
れ
た
。
小
山
静
子
に
よ
れ
ば
、

1
9
1
0
年
代
末
に
は
、
家
計
を
合
理
的
に
運
営
す
る
こ
と
を
求
め
る
「
生
活
改

善
」
プ
ー
ム
が
女
性
誌
を
中
心
に
起
こ
る
。
そ
う
し
た
運
動
は
一

中
間
層
が
飲
食
物
費
や
被
服
費
を
切
り
詰
め
る
と
い
う
現
象
も
確
認
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
世
帯
で
も
契
約
数
が
増
加
し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

に
ま
で
拡
大
し
た
の
で
あ
る
。

の
波
及
を
み
せ
、

1
9
1
0
年
代
末
に
は
、
物
価
高
騰
で
困
窮
し
た
新

一
家

定
の
実

国
で
は

4
.
0
%
)
を
占
め
て
い
た
の
に
対
し
、

増
加
は
大
都
市
、
な
か
で
も
東
京
で
目
立
っ
た
。
同
じ
く
門
脇
ら
の
推
定
に
よ
れ
ば
、
東
京
府
で

1
9
2
0年
に
は
新
中
間
層
に
属
す
就

業
者
は

19
万
6
0
0
0
人
だ
っ
た
の
に
対
し
、

1
9
3
0
年
に
は

31
万
l
o
o
0
人、

1
9
4
0
年
に
は

48
万
9
0
0
0
人
に
達
す
る
。
そ

う
し
て
東
京
府
で
は
全
就
業
者
の
う
ち
新
中
間
層
は

1
9
2
0
年
に

1
2
.
9
%

1
9
3
0
年
に
は

1
3
.
5
％
（
全
国
で
は

6
.
7
%
)
、

そ
れ
を
前
提
に
、
企
業
や
公
共
団
体
か
ら
安
定
的
に
あ
た
え
ら
れ
る
給
与
を
用
い
、
あ
ら
た
な
モ
ー
ド
を
い
ち
早
く
取
り
入
れ
、
次
々
と

商
品
を
消
費
し
て
い
く
い
わ
ゆ
る
「
新
中
間
層
」
的
暮
ら
し
が
膨
張
し
て
い
っ
た
。
市
場
も
そ
れ
に
応
じ
て
拡
大
し
て
い
く
。
た
と
え
ば
百

貨
店
は
、
呉
服
店
な
ど
の
先
行
業
種
か
ら
富
裕
層
を
得
意
先
と
し
て
受
け
継
ぎ
、
そ
れ
ま
で
経
営
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し

1
9
2
0年
代
頃

に
は
百
貨
店
は
、
中
流
階
級
以
下
の
人
び
と
ま
で
積
極
的
に
顧
客
と
し
て
取
り
入
れ
始
め
る
。
三
越
が

1
9
1
9
年
大
阪
で
「
さ
か
え
日
」
、

東
京
で
「
木
綿
デ
ー
」
と
名
づ
け
衣
服
を
特
売
し
、
ま
た

1
9
2
2
年
よ
り
三
越
マ
ー
ケ
ッ
ト
を
開
設
し
て
日
用
品
等
を
廉
価
販
売
し
始
め

た
よ
う
に
、
都
市
を
生
き
る
新
中
間
層
的
家
族
に
ま
で
百
貨
店
は
タ
ー
ゲ
ッ
ト
を
広
げ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
ひ
と
つ
の
証
拠
に
な
る
の
が
、
百
貨
店
の
立
地
の
変
化
で
あ
る
。
旧
市
街
に
位
置
し
た
本
店
と
は
別
に

1
9
2
0
年
代
か
ら

3
0
年

代
に
か
け
て
阪
急
百
貨
店
や
伊
勢
丹
、
東
横
百
貨
店
は
、
梅
田
や
新
宿
、
渋
谷
と
い
っ
た
都
市
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
駅
周
辺
に
こ
ぞ
っ
て
出
店
し

始
め
る
。
旧
市
街
に
暮
ら
す
有
閑
階
層
で
は
な
く
、
「
郊
外
」
に
住
み
、
仕
事
の
た
め
に
通
勤
を
続
け
る
都
市
の
新
中
間
層
を
百
貨
店
は
客

と
し
て
取
り
込
み
始
め
た
の
で
あ
る
。

加
え
て
新
中
間
層
の
消
費
生
活
の
変
化
を
示
す
現
象
と
し
て
、
電
化
生
活
の
急
速
な
普
及
が
興
味
深
い
。
ま
ず
電
灯
が
家
庭
で
も

1
9
1
0
年
代
以
降

1
9
4
0
年
に
は

1
9
.
7
％
（
全
国
で
は

1
1
.
4
%
)
と
、
無
視
で
き
な
い
勢
力

般
化
し
、
す
で
に

1
9
2
9
年
に
は
全
国
の

93
％
の
世
帯
で
電
灯
契
約
が
む
す
ば
れ
て
い
た
。
当
初
の
電
灯
契
約
は
、

多
灯
数
の
契
約
が
可
能
な
大
都
市
の
富
裕
層
を
中
心
と
し
て
い
た
。
し
か
し
世
帯
あ
た
り
の
平
均
契
約
灯
数
は

1
9
1
0
年
代
末
ま
で
減
少

し
、
そ
の
後
緩
や
か
に
増
加
し
て
い
く
こ
と
か
ら
み
て
、
部
屋
数
の
少
な
い
中
下
層
の
世
帯
が
次
第
に
電
灯
契
約
の
主
力
に
な
る
と
と
も
に
、

3
 



問

Jヽ 口
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
。

た
と
い
う
こ
と
。

る
必
要
が
な
い
こ
と
が
前
提
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
。

イ よ。

問

二

傍

線

部
1

居
し
補
う
と
い
う
稼
得
構
造
が
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

か
ら
大
正
初
め
の
よ
り

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ

（
貞
包
英
之
『
サ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
消
費
す
る
』
に
よ
る
）

と
は
い
え
倹
約
生
活
に
は
限
度
が
あ
っ
た
。
小
家
族
は
、
流
行
の
商
品
を
消
費
し
続
け
る
新
中
間
層
的
ラ
イ
フ
タ
イ
ル
を
と
る
か
ぎ
り
で
、

6
 自

分
た
ち
が
た
ん
な
る
破
片
的
家
族
で
は
な
く
、
理
想
的
な
都
市
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
を
自
他
に
対
し
て
初
め
て
証
明
で
き
た
。
そ
の

た
め
何
も
か
も
を
節
約
す
る
こ
と
は
、
自
分
た
ち
の
存
在
価
値
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
こ
と
に
つ
な
が
り
か
ね
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

こ
う
し
た
な
か
で
第
二
に
小
家
族
は
、

い
か
に
年
少
者
を
処
遇
す
る
の
か
と
い
う
課
題
を
抱
え
て
い
く
。
ひ
と
つ
に
年
少
者
が
し
ば
し
ば

c
 

の
家
計
を
考
え
ず
、
好
き
に
買
い
遊
ぶ
こ
と
で
小
家
族
を
オ
ビ
ヤ
か
し
た
た
め
で
あ
る
。
家
計
が
そ
れ
に
よ
っ
て
苦
し
く
な
っ
た
だ
け
で

は
な
い
。
問
題
は
そ
う
し
た
消
費
を
く
り
か
え
す
こ
と
で
、
小
家
族
が
何
と
か
維
持
し
よ
う
と
す
る
体
面
や
階
層
性
を
、
年
少
者
が
し
ば
し

a
 

ば
ユ
る
が
せ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
小
家
族
は
、
市
場
と
か
か
わ
り
何
ら
か
の
「
趣
味
」
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
が
社
会
の
な
か
で

定
の
地
位
に
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
く
。
し
か
し
年
少
者
は
、
活
動
写
真
館
で
ま
さ
に
そ
う
振
る
舞
っ
た
よ
う
に
、
し
ば
し
ば
異
な
る

階
層
や
年
齢
の
者
と
交
わ
る
こ
と
で
、
親
た
ち
が
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
た
暮
ら
し
の
枠
を
た
や
す
く
乗
り
越
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
＿

B

＿
と
し
て
現
れ
る
年
少
者
を
、
し
か
し
小
家
族
は
容
易
に
は
手
放
せ
な
か
っ
た
。
小
家
族
は
、
一

C

＿
に
つ
な
が
る

祖
先
や
そ
の
代
理
と
し
て
の
親
か
ら
距
離
を
取
る
あ
ら
た
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
つ
く
り
だ
す
。
そ
の
た
め
＿

D

-
に
対
す
る
期
待
も
大

き
く
な
っ
た
。
小
家
族
は
、
彼
．
彼
女
ら
が
置
い
て
き
た
＿

E

＿
以
上
の
価
値
を
も
つ
実
質
と
し
て
あ
る
こ
と
を
、
一

C

＿
で
は
な
く
、

輝
か
し
い
＿

D

-
に
よ
っ
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

-

A

＿
小
家
族
は
、
年
少
者
を
早
く
か
ら
他
家
に
働
き
に
行
か
せ
る
よ
う
な
生
活
構
造
を
改
め
る
。
た
と
え
ば
中
川
消
に
よ
れ
ば
、
明

治
中
期
の
あ
る
街
で
は

15
歳
未
満
の
男
子
細
民
の

5
0
.
4
%
、
女
子
の

7
9
.
5
％
が
職
を
も
ち
、
そ
う
し
て
若
い
う
ち
か
ら
職
業
生
活
に
入

る
こ
と
で
、
家
を
出
て
戻
ら
な
い
こ
と
が
普
通
だ
っ
た
。
だ
が
20
世
紀
に
な
る
と
年
少
者
の
有
職
率
は
一
気
に
下
が
り
、
た
と
え
ば
明
治
末

般
的
な
調
査
で
は

15
歳
未
満
の
有
業
率
は
男
子
6
.
9
%
、
女
子

6
1
.
3
％
ま
で
に
落
ち
着
い
て
い
る
。
そ
れ
を

一
例
と
し
て
、
年
少
者
は
親
に
依
存
し
、
同
じ
家
で
長
期
間
寝
食
を
と
も
に
す
る
こ
と
が
普
通
と
な
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
お
か
げ
で
小
家

族
も
年
少
者
が
小
さ
い
う
ち
に
維
持
さ
れ
る
だ
け
の
短
期
間
の
ま
と
ま
り
で
は
な
く
な
っ
て
い
く
。
小
家
族
は
、
年
少
者
を
自
分
た
ち
の
う

ち
に
深
く
取
り
込
む
こ
と
で
、
年
少
者
が
自
分
た
ち
が
築
い
た
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
世
代
を
超
え
て
継
承
し
て
く
れ
る
こ
と
を
期
待
し
始
め

る
の
で
あ
る
。

年
少
者
を
手
放
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
は
、
さ
ら
に
経
済
的
な
理
由
も
あ
っ
た
。
退
職
金
や
年
金
制
度
、
ま
た
高
額
の
生
命
・
医
療
保
険
な

ど
の
制
度
が
な
お
薄
弱
な
20
世
紀
前
半
に
は
、
高
齢
化
し
た
家
長
は
、
成
長
し
た
子
ど
も
に
し
ば
し
ば
経
済
的
に
依
存
し
た
。
た
と
え
ば
伊

賀
光
屋
の
分
析
で
は
、

1
9
2
0
年
前
後
の
大
阪
の
職
工
の
場
合
、
高
齢
化
す
る
と
収
入
が
減
少
し
た
が
、
そ
れ
を
成
長
し
た
子
ど
も
が
同

こ
う
し
て
複
合
的
な
理
由
が
重
な
る
こ
と
で
、

20
世
紀
前
半
の
小
家
族
に
は
、
親
子
関
係
を
以
前
よ
り
親
密
に
、
ま
た
長
期
間
維
持
す
る

こ
と
が
求
め
ら
れ
た
。
将
来
も
子
ど
も
を
自
分
の
家
族
の
周
囲
に
と
ど
め
た
い
の
な
ら
、
で
き
る
だ
け
寝
食
を
と
も
に
し
、
幼
少
期
か
ら
関

係
を
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
年
少
者
を
小
さ
い
う
ち
か
ら
他
家
に
や
り
、
手
放
す
よ
う
な
生
活
は
否
定
さ
れ
て
い

く
の
で
あ
る
。

二
重
傍
線
部
a
¥
C
の
片
仮
名
を
、
漢
字
（
楷
書
）

で
解
答
欄
に
記
入
せ
よ
。

の
時
代
の
都
市
に
拡
が
り
始
め
て
い
た
「
小
家
族
」
と
い
う
生
き
方
」
が
傍
線
部
2
「
1
9
1
0
年
代
な
か
ば
以
降

の
賃
金
上
昇
」
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

「
小
家
族
」
は
今
日
の
日
本
社
会
で
一
般
的
に
言
わ
れ
る
核
家
族
を
指
し
、
そ
の
形
成
は
世
帯
収
入
を
子
ど
も
の
労
働
に
依
存
す

「
小
家
族
」
は
、
従
来
の
家
族
と
は
異
な
る
安
定
性
を
生
活
基
盤
に
も
ち
、
そ
れ
は
拡
大
す
る
市
場
経
済
の
動
向
と
無
関
係
だ
っ

「
小
家
族
」
は
、
配
偶
者
だ
け
の
家
族
と
親
と
未
婚
の
子
か
ら
な
る
家
族
を
指
し
、
そ
の
形
成
は
都
市
の
経
済
成
長
に
よ
り
可
能

「
小
家
族
」
は
、
血
縁
や
地
縁
に
頼
ら
ず
と
も
生
活
の
安
定
が
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
安
定
は
経
済
成
長
に
よ
り
支
え
ら

4
 



問
九

問
八

問
七

問
六

問
五

問

/¥ 

B
I周
縁

C
I伝
統

D
I将
来

E
I夢

B
l未
知

c
l伝
統

E
I家

口

B
I放
縦

C
I過
去

D
_今
後

E
I夢

イ

B
I他
者

C
I過
去

D
I未
来

E
I家

イ

ロ

そ
の

方
で

Iヽ

だ
か
ら
こ
そ

さ
れ
な
い
た
め
、
世
代
の
再
生
産
が
で
き
な
い
特
徴
を
持
つ
。

し
か
し

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

Iヽ 口 ィ ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

傍
線
部

5
「
い
わ
ゆ
る
新
中
間
層
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
」
と
あ
る
が
、
こ
う
し
た
生
活
様
式
を
実
現
し
た
階
層
の
説
明
と
し
て
、

Iヽ 口

つ
こ
と
が
で
き
な
い
特
徴
を
持
つ
。

イ な
性
格
を
持
つ
家
族
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

の
困
難
か
ら
将
来
へ
の
見
通
し
を
持

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

行
楽
や
ス
ポ
ー
ツ
と
い
っ
た
余
暇
を
楽
し
む
生
活

Iヽ

繁
華
街
で
映
画
を
み
る
よ
う
な
小
家
族
的
暮
ら
し

口
出
自
と
な
る
家
や
隣
人
の
援
助
を
前
提
と
し
た
生
活

イ
商
品
を
消
費
し
て
い
く
い
わ
ゆ
る
「
新
中
間
層
」
的
暮
ら
し

問
四

次
の
文
章
は
【
イ
】
＼
【
二
】
の
ど
こ
か
に
入
る
も
の
で
あ
る
。
最
も
適
切
な
箇
所
を

企
業
や
顧
客
か
ら
も
ら
う
金
を
資
金
と
し
て
、
ま
が
り
な
り
に
も
清
潔
で
余
裕
の
あ
る
住
居
を
確
保
し
、
親
戚
や
近
隣
の
人
び
と

に
あ
ま
り
気
遣
う
こ
と
の
な
い
暮
ら
し
が
め
ず
ら
し
い
も
の
と
は
い
え
な
く
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

傍
線
部

3
「
相
対
的
に
安
定
し
た
「
私
生
活
」
」
に
該
当
し
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら

傍
線
部
4

「
小
家
族
は
こ
う
し
て
「
破
片
」
的
性
格
を
脱
し
て
、
私
的
な
ユ
ニ
ッ
ト
と
し
て
自
立
し
始
め
た
」
と
あ
る
が
、
破
片
的

破
片
的
性
格
を
持
つ
家
族
と
は
、
経
済
的
事
情
か
ら
成
員
の
教
育
水
準
が
低
く
な
り
、

破
片
的
性
格
を
持
つ
家
族
と
は
、
近
代
化
過
程
で
生
じ
た
階
層
変
動
の
影
響
を
強
く
受
け
、
故
郷
喪
失
意
識
か
ら
刹
那
的
な
生
活

様
式
を
展
開
す
る
特
徴
を
持
つ
。

破
片
的
性
格
を
持
つ
家
族
と
は
、
集
ま
っ
て
は
離
散
す
る
不
安
定
な
集
団
で
あ
り
、
主
に
経
済
的
事
情
か
ら
生
活
の
安
定
が
保
証

破
片
的
性
格
を
持
つ
家
族
と
は
、
伝
統
的
な
生
活
様
式
へ
の
抵
抗
を
持
ち
、
資
本
主
義
経
済
化
に
順
応
す
る
こ
と
か
ら
都
市
へ
流

入
し
た
人
々
を
代
表
す
る
特
徴
を
持
つ
。

最
も
適
切
な
表
現
を

1
0字
以
上
二

0
字
以
内
で
本
文
か
ら
抜
き
出
し
て
解
答
欄
に
記
せ
。

傍
線
部
6

「
自
分
た
ち
が
た
ん
な
る
破
片
的
家
族
で
は
な
く
、
理
想
的
な
都
市
生
活
を
送
っ
て
い
る
こ
と
を
自
他
に
対
し
て
初
め
て

証
明
で
き
た
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
証
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か

経
済
的
困
窮
に
よ
り
世
代
の
再
生
産
を
諦
め
る
し
か
な
い
状
態
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
。

新
中
間
層
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
消
費
生
活
を
充
実
さ
せ
る
こ
と
で
家
族
の
幸
福
を
約
束
す
る
た
め
。

生
活
の
安
定
が
約
束
さ
れ
な
い
破
片
的
家
族
で
あ
る
こ
と
は
精
神
的
な
安
定
も
手
に
入
れ
ら
れ
な
い
た
め
。

旧
来
の
伝
統
か
ら
切
断
さ
れ
た
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
消
費
生
活
に
よ
っ
て
確
保
す
る
た
め
。

空
欄
＿

A

＿
に
は
共
通
の
語
旬
が
入
る
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

も
ち
ろ
ん

空
欄
＿

B

-
i＿

E

一
に
入
る
単
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー

ク
せ
よ
。

D
I立
身

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

5
 



家
族
的
共
同
体
意
識
を
強
化
す
る
た
め

ハ
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
継
承
す
る
た
め

ロ
伝
統
的
生
活
様
式
へ
の
郷
愁
が
あ
る
た
め

イ
故
郷
喪
失
意
識
を
克
服
す
る
た
め

闊
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

↓
↑
 

問
十

傍
線
部
7
「
将
来
も
子
ど
も
を
自
分
の
家
族
の
周
囲
に
と
ど
め
た
い
の
な
ら
、
で
き
る
だ
け
寝
食
を
と
も
に
し
、
幼
少
期
か
ら
関
係

を
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

つ
選
び
、
解
答

6
 



ど
か
な
り
。

な
」
に
よ
る
。

休
ら
ひ
ぬ
。

宇
津
の
山
う
つ
つ
も
夢
も
同
じ
世
に
つ
ひ
の
別
れ
や
い
つ
と
定
め
ん

清
見
が
関
を
越
ゆ
る
に
、
旅
の
心
細
さ
、
所
に
つ
け
た
る
物
、
心
の
な
ぐ
さ
み
に
と
て
、
海
藻
刈
り
て
帰
る
女
に
や
、
我
に
得
さ
せ
ぬ
。

一
口
葉
の
横
訛
ら
ぬ
を
」
と
て
、
「
都
の
人
」
と
言
ひ
興
じ
て
、
「
鶴
の
毛
衣
も
露
う
ち
払
ふ
よ
す
が
ぞ
」
と
て
、
こ
こ
に
一
日
二
日
休
ら
ひ

あ

し

が

ら

た

か

ね

お

ほ

は

ぎ

2
 

て
遠
く
見
や
れ
ば
、
足
柄
の
高
嶺
、
雲
覆
ひ
、
老
い
た
る
腔
の
及
ぶ
べ
き
節
も
あ
ら
じ
か
し
。

う

き

し

ま

ゆ

み

ぞ

れ

こ

わ

ら

ん

づ

浮
島
が
原
ま
で
は
道
行
く
人
に
助
け
ら
れ
て
、
ゆ
く
り
も
な
き
旅
に
な
ん
あ
り
ぬ
る
こ
と
よ
。
今
日
、
雪
、
霙
降
り
凝
り
て
藁
沓
お
も
だ

と
ま
や

た
し
き
に
、
苫
屋
の
里
に
聖
の
行
ひ
す
ま
し
て
居
侍
る
に
、
今
年
は
こ
こ
に
て
年
を
送
り
ぬ
。

※
冬
の
う
ち
に
は
い
か
で
か
、
と
て
聖
の
房
に
籠
も
り
て
、
薪
積
み
、
水
溜
む
る
た
づ
き
も
な
く
て
、
た
だ
泊
す
る
心
づ
か
ひ
も
む
な
し

あ

す

し

き

み

た

ま

ま

つ

う

ば

そ

く

う

ば

い

き
に
、
明
日
は
年
の
返
る
日
な
り
と
て
、
松
に
梱
を
立
て
添
へ
、
魂
祭
る
優
婆
塞
の
翁
、
優
婆
夷
の
お
も
と
だ
つ
も
、
こ
の
聖
の
房
に
来
り

ま

さ

ご

つ
ど
ふ
に
、
そ
の
夜
、
海
い
か
め
し
う
鳴
り
て
、
浜
風
激
し
く
、
吹
き
寄
せ
た
る
真
砂
、

の
雪
も
降
り
ぬ
。
灯
し
明
か
す
と
や
、
松
に
火
を
吹
き
た
め
て
、

ふ
も
と

み
ほ
し
ぬ
。
小
夜
も
ふ
け
過
ぎ
て
、
麓
の
里
に
、

も
見
え
ず
、

こ
ぽ
す
や
う
に
立
ち
こ
み
た
る
に
、
ま
さ
な

ひ
げ

あ
た
た
め
酒
を
、
か
の
優
婆
塞
の
翁
、
む
く
つ
け
き
韻
に
吹
き
つ
つ
も
飲

ほ
の
ほ

と
み
の
こ
と
と
て
炎
立
ち
の
ぽ
り
て
、
見
る
が
う
ち
に
い
く
ら
か
あ
り
け
ん
、
そ
の
里
、を

の
こ

明
日
の
つ
と
め
を
も
思
ひ
寄
ら
ず
し
て
、
念
仏
し
て
明
か
す
に
、
春
と
い
へ
ど
も
行
き
来
も
少
な
く
旅
立
つ
男

の
ご
と
降
り
こ
め
た
り
。
※

み

だ

ら

い

か

う

弥
生
の
中
の
十
日
の
夜
、
ま
ど
ろ
む
心
も
ゆ
く
ば
か
り
な
る
に
、
ま
さ
し
く
も
弥
陀
の
来
迎
か
し
こ
き
も
の
か
ら
、
「
東
瑠
璃
の

、

と

ま

み

ち

の

お

く

ま
れ
よ
」
と
の
御
教
へ
あ
る
心
地
し
て
、
覚
め
ぬ
る
ま
ま
に
、
あ
る
じ
の
聖
に
暇
た
ま
は
り
て
、
陸
奥
の
旅
に
思
ひ
立
ち
ぬ
。

（
夜
一
夜
）

の
朝
臣
：
在
原
業
平
の
こ
と
。

「
う
ら
や
ま
し
く
」
…

と
か
く
し
て
、

七
段
に
み
え
る
歌
、
「
い
と
ど
し
く
過
ぎ
ゆ
く
方
の
恋
し
き
に
う
ら
や
ま
し
く
も
か
へ
る
波
か

よ

ひ

と

い

（
注
）
夜
一
夜
…
「
よ
ひ
と
よ

か
ら
転
じ
た
語
。

〈
清
水
浜
臣
旧
蔵
本
〉
に
よ
る
）

さ

か

つ

ば

さ

か

す

み

さ

へ

づ

如
月
の
こ
ろ
も
過
ぎ
、
弥
生
の
空
は
こ
こ
も
と
と
い
へ
ど
も
、
花
も
栄
ゆ
。
烏
の
奨
も
霞
に
籠
め
て
嗚
き
囀
る
は
、

心
の

皆
灰
に
な
り
ぬ
べ
し
。

駿
河
の
国
、

さ

よ

か

み

な

か

し

も

わ

い

た

め

小
夜
の
中
山
と
い
ふ
に
、
う
ち
続
き
山
重
な
り
て
、
い
づ
ら
、
上
中
下
の
隔
て
、
弁
別
な
し
。

ま

う

の

ぽ

す

ぎ

や

う

ざ

と

も

の
山
に
参
上
る
に
、
我
に
あ
ひ
知
れ
る
修
行
者
も
乏
し
く
、
蓑
笠
も
朽
ち
に
た
る
に
、

い
は
ほ

か
た
へ
の
巌
に
腰
う
ち
か
け
て

も
の
思
ふ
蜘
蛛
手
の
水
に
＿

C

_
枯
れ
枝
の
柳
面
影
も
な
し

思
ひ
続
く
る
も
胸
痛
し
か
し
。

と
ひ
と
り
ご
ち
ぬ
る
夜
、
ま
れ
な
る
草
根
の
枕
、

づ
か
し
き
ほ
ど
白
み
は
て
た
り
。

急
ぐ
べ
き
道
な
ら
ず
。
宿
の
あ
る
じ
、
「
尼
前
の
修
行
、
一

A

-
。
供
と
す
る
人
も
な
し
と
つ
ぶ
や
き
が
ち
な
り
。
日
も
高
く
さ

し
昇
る
に
、
時
雨
の
雲
競
ひ
来
て
、
「
蓑
笠
を
も
領
ぜ
ぬ
を
」
と
て
、
い
づ
ち
と
も
知
ら
ぬ
道
行
き
人
の
老
い
た
る
に
＿

B

＿
調
じ
て
、

あ

な

い

こ

た

連
れ
な
ひ
つ
つ
行
く
に
、
そ
こ
ら
の
道
の
案
内
よ
く
ぞ
知
り
た
る
に
や
、
答
ふ
る
に
む
く
つ
け
か
ら
ず
。

ひ

か

ず

二

＂

＂

き

た

ホ

1
1

た
も
と

都
を
出
で
て
日
数
も
忘
れ
に
た
る
か
は
、
今
日
、
い
く
つ
の
日
を
来
り
け
む
。
伊
勢
の
海
づ
ら
澄
み
わ
た
り
、
か
の
舞
ひ
人
の
返
す
袂
な

う

ち

ず

ど
ぞ
、
そ
の
か
み
の
内
裏
住
み
も
い
た
り
て
を
か
し
か
り
け
ん
。

な

る

み

す

く

む

ま

や

づ

た

ゆ

嗚
海
と
い
ふ
宿
を
過
ぎ
に
た
る
に
、
そ
れ
よ
り
駅
伝
ひ
を
遥
か
に
行
き
過
ぎ
て
、
三
河
の
国
と
名
の
み
聞
き
し
を
な
ん
、

や

つ

は

し

く

も

で

う
し
ろ
め
た
き
に
、
八
橋
の
蜘
蛛
手
も
朽
ち
に
た
る
に
、
青
柳
の
面
影
絶
え
て
枯
れ
た
る
落
ち
葉
、

こ
こ
ら
水
に
浮
か
び
て
を
か
し
き
に
、

聞
き
ま
が
ふ
も

イ
1
1

か

ふ

か

こ

ほ

り

今
日
し
も
時
雨
め
く
こ
ろ
に
て
、
都
を
隔
て
て
の
つ
と
め
て
の
日
は
、
伊
勢
路
近
き
所
、
甲
賀
の
郡
と
い
ふ
所
に
宿
り
ぬ
。
「
こ
こ
も

あ

ふ

み

よ

ひ

と

い

か

た

み

ゐ

ゆ

近
江
の
国
な
り
」
と
聞
く
に
、
夜
一
夜
、
石
山
の
方
、
三
井
寺
の
方
の
行
く
雲
を
な
ん
、
在
五
の
朝
臣
の
ご
と
、
「
う
ら
や
ま
し
く
」
な
ど

ぼ

だ

、

い

ざ

と

い
と
ど
菩
提
の
た
め
、
寝
聡
き
に
も
、

明
け
が
た
き
夜
も
や
う
や
う
所
々
残
ん
の
雲
も
は

―
ニ
―
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
よ
。
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え
な
い
。
ま
た
、
振
り
仮
名
が
あ
る
場
合
は
付
さ
な
い
こ
と
。

問
十
五

―
つ
の
※
で
挟
ま
れ
た
段
落
（
「
冬
の
う
ち
に
は
」
＼
「
降
り
こ
め
た
り
。
」
）

の
中
に
「
さ
ら
に
驚
か
ず
、
」
を
挿
入
す
る
と
す
れ

ば
、
そ
の
箇
所
は
ど
こ
が
最
も
適
切
か
。
直
後
の
三
文
字
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
、
解
答
欄
に
記
せ
。
た
だ
し
旬
読
点
は
字
数
に
数

ホ

「
藁
沓
」
を
新
品
に
換
え
た
い
と
い
う
要
望
を
表
す
。

「
藁
沓
」
の
裏
側
が
反
り
返
っ
て
い
る
状
態
を
表
す
。

Iヽ

「
藁
沓
」
全
体
が
ぽ
ろ
ぽ
ろ
に
な
っ
た
こ
と
を
表
す
。

口

が
役
立
っ
て
面
目
を
保
っ
た
さ
ま
を
表
す
。

イ

「
藁
沓
」
が
凍
っ
て
し
ま
っ
て
冷
た
い
様
子
を
表
す
。

問
十
四

傍
線
部
2
「
お
も
だ
た
し
き
に
」
の
解
釈
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

ホ

「
別
れ
」
と
関
連
す
る
縁
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

枕
詞
を
用
い
る
こ
と
で
歌
の
調
子
を
整
え
て
い
る
。

Iヽ

反
語
表
現
に
よ
り
別
れ
の
悲
し
み
を
強
調
し
て
い
る
。

ロ

の
言
葉
を
導
き
出
す
序
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

イ

問
十
三

問
十

問
十

つ
つ
」
に
「
打
つ
」
の
意
味
を
掛
け
て
い
る
。

澄
み
わ
た
る

二
重
傍
線
部
イ
＼
ホ
そ
れ
ぞ
れ
の
「
の
」
の
う
ち
、
同
格
の
用
法
に
相
当
す
る
助
詞
を
一
っ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

傍
線
部
ー
の
和
歌
に
み
ら
れ
る
修
辞
技
法
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ

ー
ク
せ
よ
。

C

イ
聞
き
ま
が
ふ

ロ
朽
ち
は
つ
る

I¥ 

散
り
浮
か
ぶ

B

イ

昔

り
'
ー さ

り
が
た
き
に
や

A

イ

い
ま
い
ま
し
き
ぞ

あ

ま

ぜ

あ

ま

ご

ぜ

ん

尼
前
…
「
尼
御
前
」
か
ら
転
じ
た
語
で
、
尼
の
敬
称
。
「
あ
ま
ご
ぜ
」
と
も
。

や

つ

は

し

く

も

で

八
橋
の
蜘
蛛
手
…
『
伊
勢
物
語
』
九
段
で
は
、
「
八
橋
」
の
名
に
つ
い
て
、
川
が
蜘
蛛
の
足
の
よ
う
に
八
方
に
分
か
れ
て
流
れ
て
い

る
た
め
、

ロ

Iヽ

ホ
ら
う
ら
う
じ
き
に
こ
そ

口
お
ぽ
つ
か
な
し
や

開
き

Jヽ

八
つ
の
橋
を
渡
し
て
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。

寄
り

心
に
く
き
こ
と
よ

ホ ホ

渡

し

の
山
：
『
伊
勢
物
語
』
九
段
で
は
、
こ
の
山
に
ま
で
や
っ
て
来
た
と
こ
ろ
、
先
の
道
が
暗
く
て
狭
い
た
め
心
細
か
っ
た
も
の
の
、

か
ね
て
見
知
っ
て
い
た
修
行
者
に
出
会
え
た
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
。

わ

ら

じ

：
「
わ
ら
ぐ
つ
」
の
ウ
音
便
形
「
わ
ら
う
づ
」
か
ら
、
さ
ら
に
撥
音
便
化
し
た
。
草
桂
の
こ
と
。

泊
す
る
…
洗
髪
す
る
こ
と
。

優
婆
塞
…
在
家
の
ま
ま
仏
門
に
仕
え
る
男
性
。

優
婆
夷
…
在
家
の
ま
ま
仏
門
に
仕
え
る
女
性
。

と
う
ぽ
う

東
瑠
璃
の
国
…
東
方
浄
瑠
璃
世
界
に
同
じ
。
薬
師
如
来
の
い
る
浄
土
の
こ
と
で
、
瑠
璃
の
よ
う
に
清
浄
で
あ
る
と
い
う
。

空
欄
＿
A
＿

.
-
B
-
.
-
C

＿
の
そ
れ
ぞ
れ
に
入
る
語
旬
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
っ
ず
つ
選
び
、

解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

混
じ
り
合
ふ

8
 



へ
の
旅
を
決
心
し
た
。

ホ
聖
の
房
で
は
、
年
の
内
か
ら
翌
年
の

の
房
で
は
、
水
も
充
分
に
使
え
な
い
ほ
ど
不
便
で
あ
っ
た
が
、
年
が
明
け
る
前
の
日
、
優
婆
塞
と
優
婆
夷
が
や
っ
て
来
て
必
要

I¥ 口

問
十
六

二
河
の
国
で
は
、
『
伊
勢
物
語
』
に
出
て
く
る
八
橋
の
蜘
蛛
手
が
目
の
前
に
見
え
た
と
き
、
在
原
業
平
の
東
下
り
の
悲
し
み
を
思

な
も
の
を
提
供
し
て
く
れ
た
。

い
や
っ
て
胸
が
痛
ん
だ
。

イ
ヽ
こ
。

>

f

 

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

甲
賀
の
郡
も
近
江
の
国
の
内
で
あ
る
と
知
ら
さ
れ
た
と
き
、
石
山
寺
、
そ
れ
に
三
井
寺
と
い
う
近
江
の
国
の
有
名
な
寺
を
参
拝
し

た
く
な
っ
た
。

陸
奥
へ
の
旅
路
は
急
ぐ
も
の
で
は
な
か
っ
た
が
、
道
案
内
を
し
て
く
れ
る
老
人
の
お
か
げ
で
予
定
よ
り
も
早
く
伊
勢
の
海
辺
に
着

一
月
中
旬
ま
で
過
ご
し
た
が
、
弥
陀
来
迎
の
夢
を
見
た
こ
と
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
陸
奥

，
 



（
語
注
）

欧
遍
巴
…
…
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
。

優
滸
恨
窪
…
…
お
ご
り
高
ぶ
っ
て
優
雅
に
暮
ら
す
さ
ま
。

中
興
…
…
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
明
治
維
新
政
府
の
樹
立
を
い
う
。

撃
壌
鼓
腹
…
…
鼓
腹
撃
壌
に
同
じ
。
平
和
で
安
楽
な
治
世
を
楽
し
む
こ
と
。

レ

リ

於

此

而

窮

突

。

ノ

ヲ

邦

晒

習

「

二

漸

進

二

□□
人

高

明

之

域

『

烏
乎
‘

nu.
、

nur

世

道

民

（
『
甕
谷
遺
稿
』
に
よ
る
）

J心

之
つ

ひ

え

タ

ル壊、

ギ

テ

ヲ

カ

ラ

シ

凌

レ

人

自

利

、

シ

タ

無

ー

復

廉

譲

之

風

『

歳、

ヨ

リ

モ

チ

ほ

こ

リ

テ

ク

シ

歳

『

乃

詫

曰

、

盪

コ

條

吾 ガ

妄

ニ

シ

テ

ナ

ル

濫

而

無

忌

ノ

テ

ス

ル

レ

也

。

挙

世

人

民

以

其

キ

ヲ

ノ

タ

ピ

ヲ

如

＞

此

也

、

亦

皆

尚

二

姦

詐

「

ニ

レ

イ

ハ

ラ

ン

巳

焉

。

夫

欧

遍

巴

或

有

レ

之

。

レ

ド

モ

リ

テ

ハ

ガ

ニ

然

在

二

我

東

方

「

リ

古ヘ

ダ

ラ

未

レ

有

下ル

如キ

此：、

之

僚

賎

隷、

チ

ニ

シ

テ

リ

則

往

往

有

下

獲

レ

罪ヲ

罹摩
レル

禍一

宣
ヘ

パ

ヲ

チ

ク

問

レ

之

則

曰

、

レ

ト

ヲ

9
f’ 

取

二

則

於

欧

遁

ル

有

三

ス

ル

コ

ト

ヲ

ホ

ハ

リ

ヲ

い

う

い

う

コ

治

之

『

侶

賜

二

数

千

金

之

俸

「

優

沸

櫃支

け

ん

シ

テ

テ

フ

ノ

寃

、

以

終

二

其

ヲ

世

『

ル

”

i

而

下

初

囲

自

裁

以

為

＞

謝

。

又

未

三

テ

ヵ
聞レ

ル

ヲ

ぎ

ァ

ヲ

カ

ラ

ス

ル

モ

宜

引

レ

咎

自

屏

闘

『

刑

典

タ

シ

亦

無

レ

ネ

ヲ

博

連

一

一

日

夜

「

長

ル

ニ

有

レ

意

二

コ」。
希一

チ

テ

ビ

ニ

ル

モ

ル

過

而

及

二

於

罪

「

有

下

不

レ

カ

ラ

し

や

可
二
赦

者い

臣

ル

取

レ

ヲ

3

一

。

燕

滸

之

動

至

ザ

ル

リ

レ

ノ

ミ

ニ

あ

る

イ

ハ

夕

而

靡

千

金

。

非

二

独

此

也

。

或

飲

ヲ

2

-

衣

服

器

皿

『

所

ー

以

ズ

ル

ヲ

奉
レ
身

菱ヽ

シ
莫レ

ル

ハ

メ

不

レ

極

ヲ

モ

修

『

出

納

之

際

、

レ

パ

君

取

レ

、ヲ

ヲ
血「

チ＂＂＂マ目ハ

ク

グ

ノ

遠

過

一

於

宋

安

石

氏 一-o-

二
ノ

大

毘、

皆

争

ほ

増

二l

鯛

邸

宅

ニ

ケ

ヲ

ク

ヲ

所

ー

以

輔

レ

世

敷

レ

治

ヽ者、

二

ヒ

ニ

循

二

秦

政

漢

葬

之

跡

「

‘‘ム（口—
一ヽー

陣釘

陣忍‘

こ

ト

シ

テ

シ

テ

乎

撃

壌

鼓

腹

、

テ

セ

ン

コ

ト

ヲ

以

没

中

二

地

い

モ

タ

キ

テ

ヲ

某

也

抱

レ

志

ヒ

ヲ

ル

コ

ト

シ

懐

レ

道

、

為

レ

日

久

突

。

（

一

八

九

ゾ

ハ

ン

ヤ

ー

何

謂

有

ヒ

ニ

ヒ

幸

遇

一

中

興

レ

而

其

メ

は

う

務
二
措

敏［

ノ

舌旦
Pハリ
二

茸
/‘ノ

二

ひ

ね

が

フ

ル

ヲ

シ

之

運

「

翼

レ

得

下

涵

コ

泳

冴已さ
｛欠ら
ニヘ

Jゞ

謀

一ヽヲ
至

一

三

一

次

の

文

章

は

、

明

治

二

十

四

）

年

、

衆

議

院

議

員

を

辞

職

し

た

ば

か

り

の

相

手

に

宛

て

て

日

本

人

が

し

た

た

め

た

漢

文

体

の

手

紙

の

一

節

で

あ

る

。

こ

れ

を

読

ん

で

あ

と

の

問

い

に

答

え

よ

（

設

問

の

都

合

上

、

訓

点

を

省

略

し

た

部

分

が

あ

る

）

。
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ホ I¥ 口 イ

問
二
十
一

イ

問
二
十 ホ Iヽ 口 ィ

邦

Iヽ

内

西

ホ

世

空
欄
一

4

＿
に
入
る
漢
字
一
字
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

ロ

ヘ

も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

問
十
九 ホ /¥ 口 ィ に

マ
ー
ク
せ
よ
。

二

問
十
八
傍
線
部

2
「
所
ー
以

ホ

日

〔

以

下

余

白

〕

つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

傍
線
部
ー
「
有
司
＼
安
石
王
氏
」
の
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

新
政
府
の
下
で
官
職
に
つ
い
た
者
が
計
画
を
誤
っ
て
経
済
活
動
の
助
成
や
行
き
届
い
た
政
治
を
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
始
皇

役
人
た
ち
の
誤
算
は
、
経
済
活
動
を
支
援
し
健
全
な
政
治
が
行
わ
れ
た
た
め
に
、
民
衆
の
誰
も
が
始
皇
帝
や
王
非
を
は
る
か
に
凌

官
位
に
あ
る
も
の
は
次
々
に
計
画
を
変
更
し
て
、
始
皇
帝
や
王
葬
の
よ
う
な
為
政
者
の
足
跡
を
追
っ
た
の
で
、
市
民
に
と
っ
て
は

酷
烈
を
極
め
る
政
治
を
行
っ
た
王
安
石
の
手
法
に
ほ
と
ん
ど
変
わ
ら
な
い
非
道
な
結
果
と
な
っ
た
。

役
人
た
ち
は
経
済
活
動
を
助
成
し
、
よ
い
政
治
を
実
施
す
る
計
画
を
誤
り
、
始
皇
帝
や
王
葬
の
や
り
か
た
を
見
習
っ
て
、
重
税
を

取
り
立
て
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
程
度
は
、
北
宋
の
王
安
石
を
は
る
か
に
凌
ぐ
悪
辣
な
も
の
で
あ
っ
た
。

新
政
府
の
下
で
官
職
に
つ
い
た
者
は
、
当
初
経
済
活
動
を
支
援
し
庶
民
の
生
活
を
守
る
計
画
に
失
敗
し
た
が
、
ひ
た
す
ら
始
皇
帝

や
王
葬
の
政
治
制
度
を
手
本
と
し
て
、
王
安
石
を
は
る
か
に
凌
ぐ
立
派
な
政
治
を
成
し
遂
げ
た
。

者
、
莫
レ
不
レ
極
二
華
修
―
」
の
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄

住
居
・
服
飾
・
家
具
食
器
な
ど
の
財
産
を
役
人
は
奉
公
す
る
際
に
公
に
預
け
る
よ
う
に
し
た
。

奉
公
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
役
人
は
、
あ
ら
ゆ
る
方
面
で
生
活
の
贅
沢
を
極
力
抑
え
た
。

国
家
に
奉
公
し
た
役
人
は
、
生
活
に
お
い
て
贅
沢
の
限
り
を
尽
く
す
者
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

国
民
が
天
皇
に
奉
公
す
る
に
当
た
り
、
役
人
は
生
活
が
華
美
に
な
ら
ぬ
よ
う
に
制
限
し
た
。

役
人
た
ち
は
貴
族
の
華
美
な
生
活
に
終
止
符
を
打
て
る
よ
う
に
改
革
に
一
身
を
捧
げ
た
。

傍
線
部

3
「
燕
滸
之
費
動
至
一
夕
而
靡
千
金
」
を
書
き
下
し
文
に
直
し
て
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
表
記
に
し
た
場
合
に
最
も
適
切
な

あ
そ
び
の
つ
ひ
え
を
え
ん
し
て
ど
う
し
し
て
い
つ
せ
き
せ
ん
き
ん
を
つ
ひ
や
す

つ
ば
め
の
あ
そ
び
は
ひ
ど
う
に
ゆ
き
て
し
い
つ
の
ゆ
ふ
べ
に
し
て
せ
ん
き
ん
な
し

え
ん
い
う
の
ひ
は
ど
う
じ
て
い
つ
せ
き
に
い
た
り
て
せ
ん
き
ん
は
な
し

つ
ば
め
の
あ
そ
び
の
ひ
ど
う
は
い
つ
せ
き
に
い
た
り
て
せ
ん
き
ん
を
つ
ひ
や
す

え
ん
い
う
の
つ
ひ
え
や
や
も
す
れ
ば
い
つ
せ
き
に
し
て
せ
ん
き
ん
を
つ
ひ
や
す
に
い
た
る

本
文
の
内
容
と
合
致
し
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
―
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

新
政
府
の
下
で
筆
者
は
そ
の
行
き
届
い
た
政
治
に
満
足
し
て
人
生
を
終
え
る
つ
も
り
で
い
た
。

薩
長
藩
閥
の
政
治
家
や
官
僚
は
飲
酒
並
び
に
賭
博
と
い
っ
た
遊
興
を
あ
く
こ
と
な
く
続
け
た
。

新
政
府
の
政
治
家
や
官
僚
は
許
さ
れ
ぬ
罪
を
犯
し
て
も
自
決
し
て
罪
を
償
お
う
と
は
し
な
い
。

薩
長
藩
閥
の
政
治
家
や
官
僚
の
中
に
は
自
ら
罪
を
認
め
て
蟄
居
し
て
反
省
す
る
者
は
い
な
い
。

新
政
府
の
下
級
官
僚
達
の
中
に
は
欧
遁
巴
の
法
律
を
理
由
に
自
身
の
罪
を
認
め
る
者
も
い
た
。

Iヽ
駕
す
る
王
安
石
を
模
範
と
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

ロ
帝
や
王
葬
の
よ
う
な
王
安
石
以
上
の
独
裁
政
治
が
横
行
し
た
。

イ

問
十
七

--11 
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十受 I万

＇ 氏

名

（注意） ・所定欄以外に受験番号・氏
名を記入してはならない。
記入した解答用紙は採点の
対象外となる場合がある。
・受験番号・氏名は上下の
両欄に記入すること。
・解答はすべてHBの黒鉛
筆またはHBのシャープペ
ンシルで所定の解答欄に記
入すること。

a 

□/ 国

吾五
ロ口

b 

口
記

述

C 解

答

用

紙

20 JO 

〈2025R 07192016〉
」口 問 問 ロ ＾ 

国
し一

の

畠喜
万 千 百 十

五 -'- 欄
ノ‘ に

呈
ロ口

口
は

口 口 ＇ 氏

名

書
か

（注意）

な

所を記定欄入以外に受験番号・氏

し‘

名 してはならない。

ヽ

記入した解答用紙は採点の

と

対象外となる場合がある。

ヽ
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