
平
成
三
十
年
度

一
般
入
学
試
験
問
題

国
語
総
合

受
験
番
号

氏
名

一

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

み
な
さ
ん
は
、
他
人
が
あ
れ
こ
れ
口
を
出
し
て
く
る
の
を
、
う
っ
と
う
し
く
感
じ
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？

あ
る
い
は
、
耳
の
痛
い
こ
と
を
い
っ
て
く

る
友
だ
ち
に
「
放
っ
て
お
い
て
よ
」
と
思
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

な
ぜ
こ
ん
な
「
お
せ
っ
か
い
」
を
焼
く
の
か
と
い
う
と
、
人
間
は
ⓐ
信
頼
に
ⓑ
固
執
す
る
か
ら
で
す
。
信
頼
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
相
手
の
考
え
て
い
る
こ

と
に
ⓒ
共
感
し
た
い
の
で
す
。
信
頼
し
て
い
な
い
相
手
と
共
感
し
た
い
と
は
思
わ
な
い
で
す
よ
ね
？

そ
れ
は
人
間
が
信
頼
で
き
る
関
係
が
ⓓ
築
け
る
大
き
さ

の
集
団
を
作
り
、
そ
の
中
で
共
感
を
育
て
て
い
っ
た
こ
と
を
見
て
も
、
は
っ
き
り
し
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
は
少
し
事
情
が
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
大
家
族
の
α
し
が
ら
み
や
、
共
同
体
の
人
間
の
お
せ
っ
か
い
を
嫌
っ
て
、
自
由
を
追
求
し
た
結
果
、

信
頼
も
共
感
も
薄
ま
っ
た
社
会
、
お
た
が
い
に
頼
り
合
う
の
が
難
し
い
、
孤
独
な
集
団
を
作
っ
て
し
ま
し
ま
し
た
。

で
は
、
信
頼
や
共
感
を
ⓔ
ド
ダ
イ
に
し
た
、
（

Ａ

）
社
会
に
ⓕ
戻
っ
た
方
が
い
い
か
と
い
う
と
、
こ
れ
も
ま
た
度
が
過
ぎ
る
と
、
や
っ
か
い
な
こ
と

に
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
、
誰
か
と
「
お
い
し
い
ね
」
と
い
い
あ
い
な
が
ら
食
事
を
す
る
と
、
幸
せ
な
気
分
に
な
り
ま
す
。
一
見
共
感
し
あ
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、

味
覚
は
共
有
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
相
手
も
自
分
と
お
な
じ
よ
う
に
お
い
し
い
と
思
っ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
ほ
ん
と
う
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
い
う
と
、

誰
か
と
何
か
を
共
感
で
き
る
能
力
に
自
己
満
足
し
て
い
る
面
も
、
少
な
か
ら
ず
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

で
す
か
ら
、
共
感
が
過
剰
に
な
る
と
、
暴
力
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
。
「
な
ん
で
わ
か
っ
て
く
れ
な
い
？
」
と
、
共
感
を
強
要
し
て
い
る
こ
と
に
気

づ
か
な
い
ま
ま
、
愛
が
憎
し
み
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
。
共
感
は
β
諸
刃
の
剣
で
も
あ
る
の
で
す
。

ど
う
や
ら
共
感
や
信
頼
が
薄
ま
っ
た
孤
独
な
社
会
も
、
共
感
や
信
頼
も
濃
す
ぎ
る
社
会
も
、
ど
ち
ら
も
生
き
づ
ら
そ
う
で
す
。
い
っ
た
い
、
ど
う
す
れ
ば
い

い
で
し
ょ
う
か
。

ぼ
く
は
、「
自
然
」
本
来
の
つ
き
あ
い
方
に
ヒ
ン
ト
が
あ
る
、
と
考
え
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
ゴ
リ
ラ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を
し
て
い
て
、
ぼ
く
が
ピ
ン
チ
に
お
ち
い
っ
て
も
、
ゴ
リ
ラ
は
ボ
ク
を
助
け
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う

意
味
で
は
ゴ
リ
ラ
は
（

Ｂ

）
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

で
も
、
つ
き
あ
っ
て
い
け
ば
い
く
ほ
ど
、
そ
ば
に
い
る
こ
と
を
ⓖ
ユ
ル
し
て
く
れ
た
り
、
い
っ
し
ょ
に
遊
ん
で
く
れ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
そ
う
い

う
意
味
で
は
、
と
て
も
懐
が
深
い
の
で
す
。

木
の
洞
で
ぼ
く
と
い
っ
し
ょ
に
雨
宿
り
を
し
た
タ
イ
タ
ス
は
、
家
族
が
密
猟
者
に
ⓗ
襲
わ
れ
て
、
父
親
や
た
く
さ
ん
の
友
人
を
殺
さ
れ
ま
し
た
。
母
親
や
姉

ほ
ら

さ
ん
は
べ
つ
の
集
団
に
移
り
、
ほ
か
の
二
頭
の
オ
ス
と
と
り
残
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
よ
う
や
く
乳
離
れ
を
し
た
ば
か
り
、
四
歳
の
と
き
の
こ
と
で
す
。
彼

に
と
っ
て
は
、
人
間
は
ど
う
し
た
っ
て
ユ
ル
せ
な
い
「
敵
」
の
は
ず
で
す
。
ぼ
く
ら
が
逆
の
立
場
だ
っ
た
ら
、
必
ず
そ
う
思
う
で
し
ょ
う
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
①
タ
イ
タ
ス
は
「
敵
」
で
あ
る
は
ず
の
人
間
の
ぼ
く
を
信
頼
し
て
く
れ
て
、
無
邪
気
で
無
防
備
な
姿
を
さ
ら
し
て
く
れ
た
の
で
す
。
ほ

か
の
ゴ
リ
ラ
も
、
仲
間
が
人
間
に
襲
わ
れ
て
も
、
敵
に
対
す
る
と
は
思
え
な
い
態
度
で
接
し
て
く
れ
ま
し
た
。
こ
れ
を
「
覚
え
て
い
な
い
か
ら
だ
ろ
う
」
と
い

っ
て
か
た
づ
け
る
人
も
い
ま
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
ら
は
記
憶
力
が
と
て
も
い
い
の
で
す
。

そ
れ
で
も
な
お
受
け
入
れ
て
く
れ
る
懐
の
深
さ
は
、
や
っ
ぱ
り
、
彼
ら
の
、
あ
る
い
は
②
自
然
の
持
っ
て
い
る
し
な
や
か
な
力
強
さ
ゆ
え
で
は
な
い
か
、
と

思
う
の
で
す
。

こ
う
い
う
、
冷
た
く
て
懐
が
深
い
、
し
な
や
か
な
つ
き
あ
い
方
を
出
発
点
に
定
め
て
、
人
間
の
社
会
を
作
っ
て
い
け
ば
い
い
か
、
考
え
て
み
た
ら
ど
う
で
し

ょ
う
か
。
人
間
は
、
あ
る
意
味
で
は
も
っ
と
冷
た
く
て
も
い
い
け
れ
ど
、
同
時
に
、
他
者
を
も
っ
と
受
け
入
れ
る
懐
の
深
さ
が
あ
っ
て
も
い
い
。

「
受
け
入
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
頭
で
考
え
る
と
難
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
③
ぼ
く
た
ち
の
一
番
身
近
に
あ
る
自
然
＝
自
分
の
体
に
聞
い
て
み
る
と
、

わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

人
間
の
体
に
は
、
も
と
も
と
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
自
然
の
中
で
暮
ら
す
こ
と
も
や
め
て
し
ま
っ
た
今
、
使
わ
れ
て
い
な
い
能
力
も
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
が
、
完
全
に
失
っ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
は
、
ど
ん
な
も
の
な
ら
受
け
入
れ
ら
れ
る
の
か
、
自
分
の
体
に
聞
い
て
み
る
。

そ
こ
か
ら
始
め
れ
ば
い
い
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
ぼ
く
ら
は
、
ケ
ン
カ
の
罵
声
や
、
工
事
現
場
で
機
械
が
ガ
チ
ャ
ガ
チ
ャ
い
う
音
は
う
る
さ
い
と
感
じ
ま
す
が
、
鳥
の
さ
え
ず
り
や
秋
の
夜
長
の

虫
の
鳴
き
声
、
子
ど
も
た
ち
が
遊
ぶ
元
気
な
声
を
う
る
さ
い
と
は
感
じ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
こ
と
は
、
頭
で
考
え
る
前
に
、
自
分
の
体
が
感
じ
る
こ
と
で
す
。

自
分
の
身
体
に
聞
い
て
み
る
こ
と
を
意
識
し
だ
す
と
、
今
の
社
会
が
、
人
間
が
本
来
豊
か
だ
と
感
じ
る
社
会
か
ら
ず
い
ぶ
ん
遠
く
離
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
も
、
こ
れ
か
ら
ど
ん
な
社
会
を
作
っ
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
ヒ
ン
ト
も
、
見
つ
か
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

そ
れ
に
は
、
ど
う
し
て
も
人
間
以
外
の
動
物
が
い
な
い
と
ダ
メ
な
の
で
す
。
や
っ
ぱ
り
人
間
を
映
し
出
す
「
鏡
」
が
必
要
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。

ゴ
リ
ラ
た
ち
は
、
そ
の
よ
き
鏡
に
な
っ
て
く
れ
る
と
、
ぼ
く
は
信
じ
て
い
ま
す
。

（
山
極
寿
一
「
ゴ
リ
ラ
が
語
る
『
ヒ
ト
と
は
何
か
』
」
に
よ
る
）

問
題
と
し
て
採
用
し
た
文
章
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら

掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。



問
一

二
重
傍
線
部
ⓐ
～
ⓗ
の
漢
字
を
ひ
ら
が
な
に
、
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
書
き
改
め
な
さ
い
。

問
二

波
線
部
α
、
β
の
文
脈
上
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

人
間
関
係
を
改
善
す
る
も
の
。

ア

利
点
も
あ
る
が
、
危
険
も
あ
る
も
の
。

α

し
が
ら
み

イ

人
間
同
士
が
反
発
し
合
う
も
の

β

諸
刃
の
剣

イ

と
て
も
鋭
く
と
が
っ
て
い
る
も
の
。

ウ

個
人
の
行
動
等
を
押
し
と
ど
め
る
も
の
。

ウ

強
み
も
あ
る
が
、
弱
み
も
あ
る
も
の
。

エ

個
人
の
行
動
等
の
規
範
と
な
る
も
の
。

エ

極
め
て
敏
感
で
壊
れ
や
す
い
も
の
。

問
三

（

Ａ

）
に
入
る
表
現
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

相
手
の
思
い
を
共
感
し
あ
う

イ

お
せ
っ
か
い
を
焼
き
あ
う

ウ

お
た
が
い
を
頼
り
あ
う

エ

他
者
を
の
の
し
り
あ
う

問
四

（

Ｂ

）
に
入
る
語
句
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

薄
い

イ

温
か
い

ウ

濃
い

エ

冷
た
い

問
五

傍
線
部
①
「
タ
イ
タ
ス
は
『
敵
』
で
あ
る
は
ず
の
人
間
の
ぼ
く
を
信
頼
し
て
く
れ
て
、
無
邪
気
で
無
防
備
な
姿
を
さ
ら
し
て
く
れ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
れ

は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

ゴ
リ
ラ
と
人
間
が
共
生
し
て
い
く
に
は
、
最
低
限
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
必
要
が
あ
る
か
ら
。

イ

過
去
の
辛
い
経
験
に
い
つ
ま
で
も
こ
だ
ら
わ
ら
ず
、
速
や
か
に
気
持
ち
の
切
り
替
え
が
で
き
る
か
ら
。

ウ

他
者
に
対
し
て
過
剰
な
共
感
を
求
め
た
り
せ
ず
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
き
方
を
尊
重
す
る
寛
大
さ
が
あ
る
か
ら
。

エ

過
去
に
人
間
が
犯
し
て
し
ま
っ
た
罪
を
認
め
、
そ
れ
を
受
け
入
れ
る
だ
け
の
懐
の
深
さ
が
あ
る
か
ら
。

問
六

傍
線
部
②
「
自
然
の
持
っ
て
い
る
し
な
や
か
な
力
強
さ
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で

答
え
な
さ
い
。

ア

状
況
に
応
じ
て
的
確
な
行
動
が
で
き
る
判
断
力
。

イ

他
者
と
豊
か
な
暮
ら
し
を
営
む
上
で
の
寛
容
さ
。

ウ

お
互
い
の
考
え
を
分
か
り
合
う
た
め
の
理
解
力
。

エ

孤
独
な
社
会
で
も
前
向
き
で
い
る
た
く
ま
し
さ
。

問
七

傍
線
部
③
「
ぼ
く
た
ち
の
一
番
身
近
に
あ
る
自
然
＝
自
分
の
体
に
聞
い
て
み
る
と
、
わ
か
り
や
す
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

人
間
に
は
ゴ
リ
ラ
の
よ
う
に
自
然
の
中
で
暮
ら
し
て
い
た
こ
ろ
の
能
力
が
、
今
で
も
体
の
中
に
は
残
っ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
。

イ

人
間
は
共
感
を
過
剰
に
求
め
る
社
会
で
生
き
て
い
る
た
め
、
そ
れ
が
満
た
さ
れ
な
い
と
暴
力
に
つ
な
が
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
。

ウ

人
間
の
体
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
の
能
力
を
近
代
化
に
よ
っ
て
進
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
か
ら
。

エ

人
間
に
と
っ
て
異
質
な
他
者
と
共
生
す
る
と
い
う
問
題
は
、
他
者
と
の
対
話
を
通
し
て
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
。

問
八

こ
の
文
章
の
内
容
と
構
成
の
説
明
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

は
じ
め
に
ゴ
リ
ラ
の
特
徴
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
在
り
方
を
確
認
し
、
そ
れ
が
人
間
と
ど
の
よ
う
に
違
う
か
を
分
析
し
た
後
、
ゴ
リ
ラ
と
人

間
の
共
通
性
に
筆
者
な
り
の
見
解
を
示
し
て
い
る
。

イ

は
じ
め
に
人
間
と
ゴ
リ
ラ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
違
い
に
注
目
し
、
ま
ず
人
間
の
立
場
か
ら
そ
の
違
い
に
つ
い
て
考
察
し
た
後
、
ゴ
リ
ラ
の

立
場
か
ら
も
考
察
を
試
み
て
、
新
し
い
問
題
を
提
起
し
て
い
る
。

ウ

は
じ
め
に
私
た
ち
の
社
会
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
問
題
点
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
筆
者
の
主
張
を
述
べ
た
後
、
ゴ
リ
ラ
に
関

す
る
具
体
例
を
あ
げ
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
て
い
る
。

エ

は
じ
め
に
私
た
ち
の
陥
り
や
す
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
上
の
二
つ
の
失
敗
を
対
比
し
、
そ
の
一
つ
の
失
敗
の
問
題
を
分
析
し
た
後
、
ゴ
リ
ラ
の
日

常
生
活
に
あ
て
は
め
て
解
決
策
を
見
い
だ
し
て
い
る
。



二

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

わ
れ
わ
れ
は
な
ぜ
、
子
ど
も
に
対
し
て
、
純
粋
と
か
無
垢
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
を
思
い
浮
か
べ
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
実
の
子
ど
も
た
ち
は
、
学
枚
や
塾
で
の

友
だ
ち
関
係
や
家
庭
環
境
の
な
か
で
、
大
人
と
同
じ
よ
う
に
悩
み
、
そ
し
て
狡
猾
に
立
ち
回
っ
た
り
、
と
き
に
は
思
わ
ぬ
注
１
世
知
を
発
揮
し
た
り
も
す
る
。

こ
う
か
つ

自
分
の
子
ど
も
時
代
を
ふ
り
か
え
っ
て
も
、
た
だ
無
垢
な
存
在
で
あ
っ
た
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
。
多
く
の
人
が
そ
う
感
じ
て
い
る
は
ず
な
の
に
、
わ
れ
わ

れ
が
子
ど
も
を
見
る
と
き
、
心
の
ど
こ
か
で
子
ど
も
は
〔

〕
で
あ
る
と
い
う
観
念
が
働
い
て
し
ま
い
、
そ
れ
は
な
か
な
か
拭
い
き
れ
な
い
。
子
ど
も
を

ふ
る

大
人
と
は
違
っ
た
特
別
な
存
在
と
見
る
こ
の
よ
う
な
観
念
は
、
い
っ
た
い
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

わ
れ
わ
れ
は
誰
も
が
、
大
人
に
な
る
前
に
子
ど
も
時
代
を
経
験
す
る
。
同
じ
人
間
で
あ
り
な
が
ら
、
年
齢
に
よ
っ
て
、
人
は
大
人
と
子
ど
も
に
区
別
さ
れ
、

社
会
生
活
の
多
く
の
ａ
局
面
に
お
い
て
異
な
っ
た
ｂ
扱
い
を
受
け
る
。
今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
社
会
で
は
、
幼
児
期
、
子
ど
も
期
、
思
春
期
、
青
年
期
、
中
年
期
、

老
年
期
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
注
２
ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
の
区
分
が
あ
り
、
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
年
齢
段
階
に
ふ
さ
わ
し
い
行
動
を
と
る
よ
う
社
会
か
ら
ｃ
キ
タ
イ
さ
れ

て
い
る
。
教
育
を
受
け
る
べ
き
年
齢
、
結
婚
し
家
庭
を
も
つ
の
が
望
ま
し
い
年
齢
、
働
き
盛
り
の
年
齢
、
あ
る
い
は
退
職
し
て
老
後
を
送
る
年
齢
…
、
そ
れ
ぞ

れ
の
段
階
に
、
ｄ
ホ
ウ
リ
ツ
や
制
度
や
ｅ
カ
ン
シ
ュ
ウ
に
よ
る
年
齢
ｆ
規
範
や
文
化
規
範
が
存
在
す
る
。
多
く
の
社
会
学
者
が
ｇ
シ
テ
キ
し
て
き
た
よ
う
に
、

①
年
齢
は
人
び
と
を
社
会
的
に
区
分
し
編
成
す
る
た
め
の
非
常
に
大
き
な
原
理
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
人
の
注
３
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て

重
要
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
自
分
の
現
在
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
も
、
将
来
を
予
測
す
る
と
き
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
自
分
の
年
齢
と
そ
の
年
齢
が
持
つ
社
会
的
な
意
味
あ
い

を
ｈ
考
慮
に
い
れ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
見
ず
知
ら
ず
の
人
に
会
う
と
き
で
も
、
相
手
が
ど
ん
な
世
代
の
人
な
の
か
を
知
っ
て
い
れ
ば
、
い
く
ぶ
ん
か

は
予
測
が
つ
き
、
心
の
準
備
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
年
齢
と
は
、
生
物
学
的
な
加
齢
―
身
体
が
成
長
、
発
達
し
、
や
が
て
ｉ
衰
え
る
と
い
う
プ
ロ
セ

ス
―
の
一
時
点
を
た
ん
に
示
す
も
の
で
は
な
く
、
加
齢
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
社
会
が
付
与
す
る
イ
メ
ー
ジ
と
深
く
関
わ
る
概
念
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の

イ
メ
ー
ジ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
の
文
化
や
歴
史
、
政
治
や
経
済
等
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
複
雑
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
。
〈
大
人
〉
と
〈
子
ど
も
〉

の
二
分
法
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
社
会
が
年
齢
を
基
準
に
構
成
メ
ン
バ
ー
を
分
け
る
際
の
も
っ
と
も
基
本
的
な
区
分
な
の
で
あ
る
。

大
人
は
一
人
前
の
社
会
人
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
や
義
務
を
も
つ
が
、
〈
子
ど
も
〉
は
そ
う
で
は
な
い
。
〈
子
ど
も
〉
は
未
熟
で
あ
り
、
大
人
に
よ
っ
て
社

会
の
荒
波
か
ら
庇
護
さ
れ
、
発
達
に
応
じ
て
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
。
②
そ
う
し
た
子
ど
も
観
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
ほ
と
ん
ど

自
明
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
子
ど
も
観
が
ど
こ
で
も
通
用
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
社
会
が
異
な
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
子
ど
も
観
が

あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
自
身
の
経
験
も
異
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
を
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者
カ
ー
プ
と
ヨ
ー
ル
ズ
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ

て
示
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
③
ナ
バ
ホ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
子
ど
も
を
自
立
し
た
も
の
と
考
え
、
部
族
の
行
事
の
す
べ
て
に
子
ど
も
た
ち
を
参
加
さ
せ
る
。
子
ど
も
は
、
庇

護
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
も
、
重
要
な
責
任
能
力
が
な
い
も
の
と
も
み
な
さ
れ
な
い
。
子
ど
も
の
言
葉
は
大
人
の
意
見
と
同
様
に
尊
重
さ
れ
、
交
渉
ご
と
に
大
人

が
子
ど
も
の
代
弁
を
す
る
こ
と
も
な
い
。
子
ど
も
が
歩
き
出
す
よ
う
に
な
っ
て
も
、
親
が
危
険
な
も
の
を
先
回
り
し
て
取
り
の
ぞ
く
よ
う
な
こ
と
は
せ
ず
、
子

ど
も
自
身
が
失
敗
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
キ
タ
イ
す
る
。
こ
う
し
た
子
ど
も
へ
の
信
頼
は
、
わ
れ
わ
れ
の
目
に
は
過
度
の
放
任
と
も
見
え
る
が
、
自
分
と
他
者
の
自

立
を
尊
重
す
る
ナ
バ
ホ
の
文
化
を
教
え
る
の
に
最
も
有
効
な
方
法
で
あ
る
と
い
う
。
〈
中
略
〉

今
日
の
わ
れ
わ
れ
の
子
ど
も
観
、
つ
ま
り
〈
子
ど
も
〉
期
を
あ
る
年
齢
幅
で
区
切
り
、
特
別
な
愛
情
と
教
育
の
対
象
と
し
て
子
ど
も
を
と
ら
え
る
見
方
は
、

フ
ラ
ン
ス
の
歴
史
家
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
ア
リ
エ
ス
に
よ
れ
ば
、
主
と
し
て
近
代
の
西
欧
社
会
で
形
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ア
リ
エ
ス
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も

中
世
に
お
い
て
は
、
子
ど
も
は
大
人
と
較
べ
て
身
体
は
小
さ
く
能
力
は
ｊ
オ
ト
る
も
の
の
、
い
わ
ば
「
小
さ
な
大
人
」
と
み
な
さ
れ
、
こ
と
さ
ら
に
大
人
と
違

い
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
子
ど
も
は
「
子
ど
も
扱
い
」
さ
れ
る
こ
と
な
く
奉
公
や
見
習
い
修
業
に
出
、
日
常
の
あ
ら
ゆ
る
場
で
大
人
に
混
じ

っ
て
大
人
と
同
じ
よ
う
に
働
き
、
遊
び
、
暮
ら
し
て
い
た
。
子
ど
も
が
し
だ
い
に
無
知
で
無
垢
な
存
在
と
み
な
さ
れ
て
大
人
と
明
確
に
区
別
さ
れ
、
学
校
や
家

庭
で
隔
離
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
は
、
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
の
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ
エ
ス
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、『
〈
子
供
〉
の
誕
生
』

の
な
か
で
、
子
ど
も
を
描
い
た
絵
画
や
子
ど
も
の
服
装
、
遊
び
、
教
会
で
の
祈
り
の
言
葉
や
学
校
の
あ
り
さ
ま
な
ど
を
丹
念
に
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
浮
き

彫
り
に
し
て
い
る
。
ア
リ
エ
ス
ら
に
よ
る
近
年
の
社
会
史
研
究
は
、
わ
れ
わ
れ
に
な
じ
み
の
深
い
子
ど
も
観
も
、
そ
し
て
、
人
が
幼
児
期
を
過
ぎ
、
自
分
で
自

分
の
身
の
回
り
の
世
話
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
も
す
ぐ
に
大
人
に
な
ら
ず
に
〈
子
ど
も
〉
期
を
過
ご
す
と
い
う
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
あ
り
方
自
体
も
、
歴

史
的
、
社
会
的
な
産
物
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

④
西
欧
で
は
〈
子
ど
も
〉
は
、
社
会
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
近
代
家
族
と
学
校
の
長
期
的
な
発
展
の
な
か
か
ら
徐
々
に
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
。

一
方
、
日
本
で
は
、
明
治
政
府
に
よ
る
急
激
な
近
代
化
政
策
の
な
か
で
、
近
代
西
欧
の
子
ど
も
観
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
も
、
⑤
西
欧
と
は
や
や
異
な
っ
た
プ

ロ
セ
ス
で
〈
子
ど
も
〉
の
誕
生
を
み
る
こ
と
に
な
っ
た
。

明
治
維
新
ま
で
、
子
ど
も
は
子
ど
も
と
し
て
大
人
か
ら
区
別
さ
れ
る
以
前
に
、
封
建
社
会
の
一
員
と
し
て
ま
ず
武
士
の
子
ど
も
で
あ
り
、
町
人
の
子
ど
も
で

あ
り
、
あ
る
い
は
農
民
の
子
ど
も
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
男
女
の
別
が
あ
り
、
同
じ
家
族
に
生
ま
れ
て
も
男
児
と
女
児
で
は
ま
っ
た
く
違
っ
た
扱
い
を
受
け
た
。

た
と
え
ば
武
家
の
跡
取
り
の
子
ど
も
は
、
い
つ
父
親
が
死
ん
で
も
注
４
家
格
相
応
の
役
人
と
し
て
一
人
前
に
勤
め
、
禄
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
早
く
か

ら
厳
し
い
教
育
が
施
さ
れ
た
し
、
農
民
の
子
ど
も
も
幼
い
こ
ろ
か
ら
親
の
仕
事
を
手
伝
い
、
村
の
子
ど
も
集
団
に
参
加
し
て
共
同
体
の
一
員
と
し
て
の
役
割
を

担
っ
た
。
（
中
略
）
子
ど
も
た
ち
は
封
建
的
区
分
の
な
か
で
、
所
属
す
る
階
層
や
男
女
の
別
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
大
人
と
な
る
よ
う
に
し
つ
け
ら
れ

た
。明

治
五
（
一
八
七
二
）
年
の
注
５
学
制
の
公
布
は
、
そ
の
よ
う
に
そ
れ
ぞ
れ
異
質
な
世
界
に
あ
っ
た
子
ど
も
た
ち
を
学
校
と
い
う
均
質
な
空
間
に
一
挙
に
掬す

く

い
と
り
、
「
児
童
」
と
い
う
年
齢
注
６
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
一
括
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
わ
が
国
に
お
い
て
〈
子
ど
も
〉
は
ま
ず
、
建
設
さ
れ
る
べ
き
近
代
国
家
を
担

う
国
民
の
育
成
を
め
ざ
し
て
、
義
務
教
育
の
対
象
と
し
て
、
制
度
的
に
生
み
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

河
原
和
枝
『
子
ど
も
観
の
近
代
』

か
わ
は
ら

か

ず

え

注
１

世
知
…
要
領
よ
く
世
の
中
を
渡
っ
て
い
く
才
能
や
知
恵

２

ラ
イ
フ
ス
テ
ー
ジ
…
人
生
に
お
け
る
年
齢
ご
と
の
段
階

３

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
…
自
分
自
身
が
他
と
は
異
な
る
独
自
的
な
存
在
だ
と
い
う
自
覚

４

家
格
…
家
柄
。
家
の
階
級
的
な
地
位
。

５

学
制
…
学
校
教
育
の
関
す
る
制
度
。

６

カ
テ
ゴ
リ
ー
…
同
じ
性
質
の
も
の
が
含
ま
れ
る
範
囲
。
範
疇
。

問
題
と
し
て
採
用
し
た
文
章
に
つ
い
て
は
、
著
作
権
者
へ
の
配
慮
か
ら

掲
載
を
差
し
控
え
て
お
り
ま
す
。



問
一

傍
線
部
ａ
～
ｊ
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
に
、
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
漢
字
に
直
せ
。

問
二

空
欄
〔

〕
に
は
ど
の
よ
う
な
言
葉
が
入
る
か
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

厚
顔
無
恥

イ

曖
昧
模
糊

ウ

天
衣
無
縫

エ

純
真
無
垢

オ

無
我
夢
中

問
三

傍
線
部
①
「
年
齢
は
人
び
と
を
社
会
的
に
区
分
し
編
成
す
る
た
め
の
非
常
に
大
き
な
原
理
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

年
齢
は
、
〈
子
ど
も
〉
か
ら
〈
大
人
〉
へ
と
段
階
的
に
成
長
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
数
値
で
示
し
た
概
念
だ
と
い
う
こ
と
。

イ

年
齢
は
、
身
体
が
成
長
、
発
達
し
、
や
が
て
衰
え
る
と
い
う
生
物
学
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
示
す
概
念
だ
と
い
う
こ
と
。

ウ

年
齢
は
、
加
齢
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
し
て
、
社
会
が
与
え
る
イ
メ
ー
ジ
と
深
く
関
わ
る
概
念
だ
と
い
う
こ
と
。

エ

年
齢
は
、
幼
児
期
、
子
ど
も
期
、
思
春
期
、
青
年
期
、
中
年
期
、
老
年
期
な
ど
を
細
分
化
し
た
概
念
だ
と
い
う
こ
と
。

問
四

傍
線
部
②
「
そ
う
し
た
子
ど
も
観
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

子
ど
も
は
、
一
人
前
の
社
会
人
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
権
利
や
義
務
を
も
つ
も
の
。

イ

子
ど
も
は
、
未
熟
で
あ
る
た
め
、
大
人
か
ら
庇
護
さ
れ
、
発
達
に
応
じ
た
教
育
を
受
け
る
べ
き
も
の
。

ウ

子
ど
も
は
、
自
立
し
た
存
在
で
あ
る
た
め
、
大
人
と
同
様
な
責
任
能
力
を
も
つ
も
の
。

エ

子
ど
も
は
、
過
度
な
放
任
に
よ
っ
て
、
や
が
て
自
分
と
他
者
の
自
立
を
尊
重
す
る
文
化
を
学
ぶ
も
の
。

問
五

傍
線
部
③
「
ナ
バ
ホ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
」
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
の
具
体
例
か
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ

か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

社
会
が
異
な
れ
ば
、
異
な
っ
た
子
ど
も
観
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
子
ど
も
た
ち
の
経
験
も
異
な
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
。

イ

ど
の
よ
う
な
社
会
に
お
い
て
も
、
人
は
大
人
と
子
ど
も
に
区
分
さ
れ
、
そ
の
区
分
に
応
じ
た
扱
い
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
。

ウ

未
開
民
族
で
も
年
齢
が
人
々
を
社
会
的
に
区
分
し
編
成
す
る
た
め
の
大
き
な
原
理
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

エ

子
ど
も
が
失
敗
か
ら
学
ぶ
こ
と
を
尊
重
し
、
親
が
危
険
な
も
の
を
先
回
り
し
て
取
り
除
く
よ
う
な
教
育
は
し
な
い
と
い
う
こ
と
。

問
六

傍
線
部
④
「
西
欧
で
は
〈
子
ど
も
〉
は
、
社
会
の
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
近
代
家
族
と
学
校
の
長
期
的
な
発
展
の
な
か
か
ら
徐
々
に
生
み
出
さ

れ
て
い
っ
た
」
と
あ
る
が
、
次
の

内
の
西
欧
に
お
け
る
「
〈
子
ど
も
〉
の
誕
生
」
に
つ
い
て
の
説
明
の
（

）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、

本
文
中
か
ら
指
定
さ
れ
た
文
字
数
で
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

ア
リ
エ
ス
の
説
明
に
よ
れ
ば
、
中
世
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
子
ど
も
は

①
（

五
文
字

）
と
み
な
さ
れ
、
大
人
と
同
じ
よ
う
に
働
き
、
遊
び
、
暮
ら
し
て

「
子
ど
も
扱
い
」
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
十
七
世
紀
か
ら
十
八
世
紀
に
か
け
て
、
無
知
で
無
垢
な
存
在
と
み
な
さ
れ
は
じ
め
、
大
人
と
明
確
に

②
（

二
文
字

）
さ
れ
、
学
校
や
家
庭
で

③
（

二
文
字

）
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
す
ぐ
に
大
人
に
な
ら
ず
〈
子
ど
も
〉
期
を
過
ご
す
と
い

う
ラ
イ
フ
コ
ー
ス
の
あ
り
か
た
は
、

④
（

十
文
字

）
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

問
七

傍
線
部
⑤
「
西
欧
と
は
や
や
異
な
っ
た
プ
ロ
セ
ス
で
〈
子
ど
も
〉
の
誕
生
」
と
あ
る
が
、
次
の

内
の
日
本
に
お
け
る
「
〈
子
ど
も
〉
の
誕
生
」

に
つ
い
て
の
説
明
の
（

）
に
当
て
は
ま
る
言
葉
を
、
本
文
中
か
ら
指
定
さ
れ
た
文
字
数
で
抜
き
出
し
て
答
え
よ
。

明
治
維
新
以
前
は
、

①
（

五
文
字

）
の
な
か
で
、
所
属
す
る
階
層
や
男
女
の
別
に
応
じ
て
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
大
人
に
な
る
よ
う
に
し
つ
け
ら
れ
た
。

し
か
し
、
明
治
五
年
の
学
制
の
公
布
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ

②
（

二
文
字

）
な
世
界
の
子
ど
も
た
ち
を
学
校
と
い
う

③
（

二
文
字

）
な
空
間
で
近
代

的
な
教
育
を
行
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
近
代
化
を
進
め
る
日
本
国
が
〈
子
ど
も
〉
を
、

④
（

九
文
字

）
の
育
成
を
め
ざ
し
て
、
制
度
的
に
生
み
出

さ
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

問
八

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
よ
。

ア

わ
れ
わ
れ
が
現
在
子
ど
も
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
考
え
方
は
、
決
し
て
普
遍
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
時
代
に
よ
っ
て
変
容
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

イ

時
代
や
社
会
に
よ
っ
て
子
ど
も
に
つ
い
て
の
観
念
は
変
化
し
た
も
の
の
、
子
ど
も
を
様
々
な
危
険
か
ら
庇
護
し
よ
う
と
す
る
親
の
愛
情
に
違
い
は
な
い
。

ウ

封
建
社
会
に
お
い
て
は
厳
然
た
る
身
分
制
に
基
づ
く
教
育
が
な
さ
れ
て
お
り
、
男
も
女
も
平
等
に
所
属
す
る
階
層
の
職
業
的
な
訓
練
が
な
さ
れ
て
い
た
。

エ

近
代
的
な
子
ど
も
観
は
日
本
も
西
欧
も
同
じ
よ
う
な
近
代
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
、
近
代
家
族
と
学
校
の
長
期
的
な
発
展
の
中
か
ら
誕
生
し
て
い
っ
た
。



三

次
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

問
一

次
の
①
、
②
の
文
と
同
じ
意
味
の
故
事
成
語
を
、
そ
れ
ぞ
れ
下
の
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア

株
を
守
る

ア

背
水
の
陣

①

無
用
な
心
配
。
取
り
越
し
苦
労
。

イ

杞
憂

②

疑
わ
れ
や
す
い
言
動
は
避
け
た
方
が
よ
い
。

イ

虎
の
威
を
借
る
狐

ウ

蛍
雪
の
功

ウ

李
下
に
冠
を
正
さ
ず

エ

五
十
歩
百
歩

エ

他
山
の
石

問
二

次
の
文
の
（

）
に
漢
字
を
入
れ
、
文
脈
に
合
う
よ
う
に
四
字
熟
語
を
完
成
さ
せ
な
さ
い
。

①

戦
況
は
一
（

）
一
（

）
を
繰
り
返
す
。

②

彼
の
失
敗
は
因
（

）
応
（

）
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

③

試
合
に
負
け
て
意
（

）
消
（

）
し
た
。

④

会
議
で
は
異
（

）
同
（

）
に
賛
成
す
る
。

問
三

次
の
傍
線
部
を
、
〈

〉
の
指
示
に
し
た
が
っ
て
、
適
切
な
敬
語
に
書
き
直
し
な
さ
い
。

①

あ
の
絵
は
も
う
見
ま
し
た
か
。
〈
尊
敬
語
に
す
る
〉

②

そ
の
こ
と
は
知
っ
て
い
ま
す
。
〈
謙
譲
語
に
す
る
〉

③

二
時
に
そ
ち
ら
に
行
き
ま
す
。
〈
謙
譲
語
に
す
る
〉

④

も
う
す
ぐ
お
客
様
が
来
ま
す
。
〈
尊
敬
語
に
す
る
〉


