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（
問
題
）

2
0
2
0
年
度

注

"""-
Js-、

事

項

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
H
ベ
1
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
及
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
！
ク
解
答
用
紙
記
入
土
の
注
意

（l
）
印
刷
さ
れ
て
い
る
受
験
番
号
が
、
白
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
l
ク
欄
に
は
は

っ
き
り
と
マ
ー
ク
す
る
こ
と
。

消
し
残
し
が
な
い
よ
う
に
よ
く
消
す
こ
と。

1 2 
ず、
.) 

ま
た
、
訂
正
す
る
場
合
は
、
消
し
ゴ

ム
で
丁
寧
に、

マ
ー
ク
す
る
時

マ
i
ク
を
消
す
時

Oi’ 良i良

o:o 
悪｜悪

A
U豆
仙
い

muv豆
拙
い

5

記
述
解
答
用
紙
記
入
上
の
注
意

（l
）
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
棟
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
。

［
一
判
川
凶
凶

U
山
川
問
問
刷
出
同
同
川
同
］

受
験
番
号
は
右
詰
め
で
記
入
し
、
余
白
が
生
じ
る
場
合
で
も
受
験
番
号
の
前
に
「
0
し
を
記
入
し
な

い
と
と
。

（

4
）
 

7 

一一
5

団

日
2

2

G
一百

R
三

仰
刊

一土
』

方
一
一

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
。

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
。

6 8 9 
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※
こ
の
問
題
は
、
著
作
権
の
関
係
に
よ
り
掲
載
が
で
き
ま
せ
ん
。

3 

（注）

「日
本
」

明
治
後
期
に
鵠
南
が
創
刊
し
た
新
開
c

雪
嶺
：二一
宅
雪
嶺
ゎ
明
治
中
期
か
ら
昭
和
前
期
の
百
論
入
、
私
学
者
、
際
史
家
c

蘇
由華

徳
富
蘇
峰。

戦
前
期
の
円
本
を
代
表
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
。

民
党

‘明
治
後
期
か
ら
大
王
期
に
か
け
て
自
由
民
権
運
動
の
流
れ
を
汲
み
、
務
関
政
府
に
反
対
し
た
政
党
の
こ
と
。

シ
ョ
l
ヴ
ィ

ニ
ズ
ム
自
悶
を
偏
愛
し
、
他
闘
に
対
し
攻
撃
的
な
極
端
な
愛
凶
主
義
。

吻
ム
ワ
符
合
c

一一
つ
の
物
事
が
ぴ
っ
た
り
シ
ニ
致
す
る
と
と
c

痘
圧
制

一
人
が
権
力
を
ほ
し
い
ま
ま
に
ふ
る
い
、
人
々
を
押
さ
え
つ
け
る
政
治
体
制
c

高
摘
。
高
い
垣
根
。

担
道

平
品
川
一
な
道
っ

別
挟
。

え
ぐ
り
出
すの

暢
達
伸
ぴ
育
つ
こ
と
の
勢
い
が
盛
ん
に
な
る
こ
と
υ

問

空
欄
一
三
に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を

2
1ら
一

っ

き

解

答

欄

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

尊

皇

口

イ

日
本

ホ

国
権

/¥ 

藩
閥

援
夷

問

傍
線
部
A

「
浅
識
経
薄
子
の
明
り
を
一
愛
へ
ず
し
て
山
手
ろ
夫
の
偏
見
者
間
阻
徒
の
喜
び
を
憂
ふ
c
」
は
、
相
空
間
が
自
分
の
主
張
す
る
国

民
論
派
に
対
す
る
反
応
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
、
だ
が
、

こ
の
よ
う
に
彼
が
考
え
た
根
拠
は
何
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
誤

っ
て
い
る
も
の

を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
ぴ
、
解
答
棚
に
マ
！
ク
せ
よ
。

問
民
論
派
の
主
張
は
、
博
愛
主
義
に
近
い
所
も
あ
る
が
、
排
外
思
想
と
は
企
〈
逆
で
あ
る
か
ら
の

国
民
論
派
の
主
張
は
、
鎖
出
的
精
神
に
近
い
一
例
も
あ
る
が
、
博
愛
主
義
と
は
全
く
異
な
る
か
ら
。

イロ/¥ 

偏
見
回
隔
の
者
た
ち
が
出
民
論
派
を
自
分
た
ち
の
主
張
と
同
じ
だ
と
喜
ん
で
い
る
か
ら
。

浅
識
軽
薄
な
者
た
ち
が
国
民
論
派
を
自
分
た
ち
の
主
張
と
全
く
違
う
と
批
判
し
て
い
る
か
ら
c

ホ

偏
見
固
随
の
者
も
浅
識
軽
薄
な
者
た
ち
も
国
民
論
派
の
主
張
を
よ
く
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
。



間

空
欄
［
ハ
凹

に

入

る

最
も
適

切

な

き

一一
字
の
号

、

記
述
解
筈
欄
に
記
せ
。

間
四

空
摘

［
川

二

｛
云

引

に

入

る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て、

最
も
適
切
な
も
の
を

2
22
つ
選
び
、

解
答
欄
に
マ

i
ク

せ
よ
。

イ

①
 

①
 

①
 

ひ
っ
き
ょ
う

②②②②②  

③③③③①  

ひ
っ
き
ょ
う

い
か
に
も

④

要
す
る
に

あ
く
ま
で

④④  

要
す
る
に

む
ろ
ん

い
か
に
も

ひ
っ
き
ょ
う

口

む
ろ
ん

い
か
に
も

あ
く
ま
で

/¥ 

①
 

ホ

①

い
か
に
も

あ
く
ま
で

③

む

ろ

ん

要
す
る
に

④ 

あ
く
ま
で

安
す
る
に

む
ろ
ん

ひ
っ
き
ょ
う

間
五

傍
線
部
B
「
日
本
の
具
体
的
現
実
、
と
く
に
そ
の
凶
際
的
環
境
」
を
踏
ま
え
て
、
潟
南
が
世
界
史
的
に
位
置
づ
け
た
、
当
時
の
日
本

の
状
況
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
を
筆
者
が
適
切
に
説
明
し
て
い
る
部
分
を
問
題
文
中
か
ら
五
十
字
以
内
で
見
い
出

し
、
そ
の
最
初
の
五
宇
と
最
後
の
五
字
を
記
述
解
答
櫛
に
記
せ
。
た
だ
し
、
句
読
点
も

一
字
と
し
て
扱
う
。

間
六

傍
線
部
C
「
自
由
主
義
の
盲
目
的
謡
歌
を
排
し
て
、
と
れ
が
批
判
的
摂
取
を
主
張
す
る
」
と
い
う
、
鶏
南
の
自
由
主
義
に
対
す
る
理

解
の
説
明
に
合
致
し
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

自
由
主
義
は
日
本
帝
国
の
成
立
と
と
も
に
輸
入
さ
れ
た
外
来
思
想
で
は
な
い
。

口

維
新
の
改
革
は
日
本
に
お
け
る
自
由
主
義
の
発
生
と
言
え
る
。

｝＼ 

封
建
制
の
打
破
に
お
い
て
自
由
主
義
は
平
等
の
思
想
と
相
携
え
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。

自
由
主
義
は
共
和
主
義
と
は
異
な
り
、
日
本
の
国
体
と
相
容
れ
な
い
も
の
で
は
な
い
。

ホ

平
等
の
理
想
を
離
れ
た
自
由
主
義
は
新
た
な
特
権
階
級
を
生
み
出
す
に
至
っ
た
の

4 

間
七

傍
線
部
D
「
こ
の
根
本
原
則
」

と
は
何
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
ぴ
、

解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ

ト
品。

イ

人

民

が

団
結
す
れ
ば
、
ど
ん
な
強
力
な
政
府
で
も
転
覆
さ
れ
う
る
。

口
政
治
は
人
民
に
そ
の
基
礎
が
置
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

I¥ 

政
治
の
原
動
力
は
人
民
で
は
な
く
政
治
家
で
あ
る
。

人
民
が
牛
馬
や
奴
隷
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
政
治
体
制
は
望
ま
し
く
な
い
。

ホ

国
家
が
発
展
す
る
と
と
と
人
民
の
能
力
の
伸
長
と
は
関
係
が
な
い
。

問
)¥ 

文
章
全
体
で
筆
者
が
主
張
し
て
い
る
内
容
と
合
致
し
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
ぴ
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

縄
南
の
「
日
本
主
義
」
は
、
後
の
他
の
日
本
主
義
に
較
べ

て
、
進
歩
的
で
世
界
性
も
あ
っ
た
。

ロ

掲
南
の
「
函
民
論
派
」
は
、
悶
民
的
統
一
の
た
め
の
最
良
の
政
体
は
ず
一
憲
君
主
制
だ
と
考
え
た
。

｝＼ 

縄
南
の

「国
民
論
派
」
は
、
藩
閥
や
官
僚
を
利
す
る
国
家
主
義
を
攻
撃
し
、
同
調
し
な
か

っ
た
。

相
殉
南
の
「
日
本
主
義
L

は
、
国
権
拡
張
論
者
と
妥
協
す
る
思
想
的
な
柔
軟
性
を
持
っ
て
い
た。

ホ

調
南
の
「
国
民
論
派
」
は
、
近
代
的
国
民
、
玉
義
の
理
論
と
し
て
は
徹
底
し
て
は
い
な
か
っ
た
り



二

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
聞
い
に
答
え
よ
。

※
こ
の
問
題
は
、
著
作
権
の
関
係
に
よ
り
掲
載
が
で
き
ま
せ
ん
。

一一一一一 … －＝ 一』出直臨調~－·一一



※
こ
の
問
題
片品、

著
作
権
の
関
係
に
よ
り
掲
載
が
で
き
ま
せ
ん
。（間

寓
陽
介

J
狽
縁
の
空
間
論
」
に
よ
る
）

（注）

フ
ア
サ
l
ド

建
物
の
正
面
u

ま
た
、
建
物
の
外
観
を
構
成
す
る
主
J

安
な
す
一面
を
も
い
う
c

問
九

空
欄

一い
山

田

J
に
入
る
最
も
適
切
な
訪
を
次
の
中
か
ら

…
つ
ず
つ
選
ぴ
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。
た
だ
し
両
方
に

同
じ
語
句
は
入
ら
な
い
。

イ

不
可
逆

ロ

不

可

欠

ホ

不
可
分

不
可
能

不
可
避

I¥ 

間
十

傍
線
部
X
の
漢
字
を
措
書
で
、
傍
線
部
Y
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
、
そ
れ
ぞ
れ
記
述
解
答
欄
に
記
せ
。

間
十

傍
線
部
3
「
同
じ
伝
で
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄

に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

ホ
イ
ジ
ン
ガ
に
つ

い
て
の
同
じ
伝
記
の
な
か
で

ロ

絵
両
と
額
縁
に
つ

い
て
考
え
た
の
と
同
じ
1

刀
法
で

I¥ 

額
縁
と
警
が
当
時
は
ほ
ぼ
同
じ
値
段
で
あ
っ
た
の
で

6 

「ホ
モ

・
ル
l
デ
ン
ス
一
と
い
、
つ
同
ビ
本
の
な
か
で

ホ

額
縁
も
むE
E

も
同
じ
時
代
の
文
化
的
伝
統
の
産
物
な
の
で

間
十

傍
線
部
4
「
額
縁
も
同
様
で
あ
る
」
と
は
ど
の
よ
う
な
志
味
で
「
同
様
」
な
の
か
c

そ
の
説
明
ーと
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の

中
か
ら
．
つ
選
ぴ
、
解
答
欄
に
マ
！
ク
せ
よ
。

イ

私
的
生
活
が
営
ま
れ
る
建
物
の
内
部
が
都
市
の
本
質
を
な
す
も
の
で
は
な
い
よ
う
に
、
額
縁
’H
体
の
材
質
や
値
段
な
ど
は
絵
商
そ

の
も
の
の
価
値
と
何
の
関
係
も
な
い
と
い
う
こ
と
。

口

都
市
と
い
う
も
の
が
そ
の
本
質
に
お
い
て
境
界
を
人
白
ん
だ
広
場
に
置
き
換
え
ら
れ
る
の
と
同
じ
く、

額
縁
と
い
う
枠
組
み
が
あ
っ

て
は
じ
め
て
絵
画
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
。

I¥ 

都
市
が
私
的
生
活
と
は
区
別
さ
れ
た
公
共
生
活
と
し
て
の
場
で
あ
る
よ
う
に
、

額
縁
に
よ
っ
て
仕
切
ら
れ
る
こ
と
で
絵
画
が
背
景

の
接
と
交
わ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
。

都
市
や
広
場
の
発
達
す
る
歴
史
的
経
縁
を
検
証
す
る
と
、
絵
一
凶
に
お
い
て
額
縁
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
歴
史
的
経
緯
と
相
似

形
を
な
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
と
い
う
こ
と
c

ホ

本
来
は
大
砲
に
取
り
囲
ま
れ
た
城
砦
で
あ
っ
た
都
市
が
広
場
に
置
き
換
え
ら
れ
た
よ
う
に
、
外
か
ら
内
に
傾
斜
し
て
い
た
額
縁
も

当
世
風
に
逆
傾
斜
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
c



空
欄

日

に

は、

次
の
五
つ

の
丈
が
入
る
u

正
し
く
託
べ
た
と
き
に
四
番
目
に
来
る
丈
は
ど
れ
か
c

最
も
適
切
な
も
の
を

一

つ
選
ぴ
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

間
十
三イ

額

縁
は
銑
賞
者
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
環
境
を
絵
の
陛
界
か
ら
締
め
出
す
。

口

額
縁
は
ふ
つ
う
外
か
ら
内
に
向
か
っ
て
傾
斜
し
て
い
る
が
、
当
眠
風
の
額
縁
に
は
逆
傾
斜
し
て
い
る
も
の
が
あ
る。

/¥ 

基
本
は
ホ
イ
ジ
ン
ガ
や
オ
ル
テ
ガ
ら
の
分
離
派
と
同
じ
で
あ
る
の

こ
れ
で
は
視
線
が
絵
画
の
内
側
か
ら
外
側

へ
と
誘
導
さ
れ
、
絵
画
の
ま
と
ま
り
は
遠
心
分
離
器
に
か
け
ら
れ
た
よ
う
に
拡
散
し
て

し
ま
う
、
と
。

ホ

し
か
し
そ
の
彼
が
こ
う
も
い
っ
て
い
る
。

空
欄

〔

巴

に
は
、

筆
者
が
考
え
る
額
縁
の
本
質
的
な
役
劃
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
適
切
な
表
現
を
考
え
て
、
記
述
解
答
欄

に
記
せ
。
そ
の
際
、
次
一
の
条
件
に
し
た
が
う
こ
と
。

間
十
四・

全
体
を

「額
縁
は
ー
で
あ
る
と
と
も
に
、
ー
と
な
る
。
」
と
い
う
形
式
で
ま
と
め
る
こ
と
。

・
文
章
の
な
か
に
、
「
枠
」
、
「
分
離
」
、

「結
合
〕
ま
た
は
「
結
び
つ
け
る
」
、

「
境
界
」
の
四
つ
の
語
句
を
必
ず
用
い
る
こ
と
。

・
記
入
欄
に
は
三
十
五
字
以
上
四
十
五
字
以
内
で
記
し
、
句
読
点
も
息
子
数
に
含
め
る
こ
と
c

間
十
五

傍
線
部
7
「
人
聞
の
内
的
世
界
b
L
外
的
世
界
の
境
界
は
た
ぶ
ん
活
動
、
だ
ろ
う
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
ぴ
、

解
答
棉
に
マ
ー
ク
せ
よ

G

イ

活
動
と
は
、
近
代
の
経
済
的
活
動
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
土
地
や
財
産
を
闘
い
込
ん
で
私
有
す
る
と
と
も
に
、

利
潤
を
追
求
す
る
競
争
の
社
会
に
参
入
す
る
か
ら
。

口

活
動
と
は
、
実
は
時
間
と
空
間
を
統
御
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
人
工
的
な
都
市
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
ま

た
自
然
を
有
効
に
活
用
す
る
術
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。

/¥ 

活
動
、
と
は
、
な
に
よ
り
も
身
体
の
働
き
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
聞
は
白
然
の
恐
ろ
し
き
を
自
覚
す
る
と
！
と
も
に
、

自
然
か
ら
身
を
守
る
す
べ
を
会
得
す
る
か
ら
。

活
動
と
は
、
人
聞
が
外
の
日
界
に
働
き
か
け
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
外
界
と
自
己
を
対
峠
さ
せ
る
と
と
も
に
、

外
界
に
白
ら
参
与
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
ら
。

ホ

活
動
と
は
、
本
来
は
人
間
の
精
神
の
働
き
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
人
間
は
外
界
を
対
象
化
す
る
と
と
も
に
、
自
己
を
主
体
と
し

て
認
識
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
。

間
十
六

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
ぴ
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

国
境
や
家
屋
の
出
入
り
口
な
ど
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
内
外
を
分
離
す
る
た
め
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
内
外
を
結
合
す
る
た
め
に

設
け
ら
れ
た
境
界
引
に
あ
る
。

口

絵
画
や
芸
術
作
品
は
、
本
来
は
非
日
常
的
な
聖
な
る
存
在
と
し
て
隠
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
、
人
の
日
に
容
易
に
触
れ
る
も
の
で
あ

つ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
む

/¥ 

額
縁
は
絵
を
飾
る
も
の
で
あ
り
、
絵
に
従
属
し
て
い
る
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は
額
縁
、
し
そ
が
主
で
あ
っ
て
絵
は
そ
の
付

属
物
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

絵
画
と
そ
の
鑑
賞
者
は
、
額
縁
に
仕
切
ら
れ
る
こ
と
で
異
な
っ
た
空
間
に
位
置
し
て
い
る
一
万
で
、
と
も
に
絵
画
空
間
を
構
成
す

る
要
素
と
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
の

ホ

境
界
の
本
質
は
、
隣
接
す
る
領
域
そ
の
も
の
の
変
容
を
促
す
こ
と
に
あ
り
、

そ
の
結
果
と
し
て
境
界
そ
の
も
の
が
暖
昧
な
存
在
に

な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
少
な
く
な
い
。

7 



三

次

の
甲

・
乙
・
丙
を
読
ん

で
、
あ
と
の
聞
い
に
答
え
よ
。

甲

〔次
の
文
章
は
、
西
行
法
師

（円
位
上
人
）
が
、
伊
勢
神
宮
の
内
宮
に
奉
納
し
た
白
歌
合

（
白
分
の
和
歌
を
歌
合
形
式
に
編
集
し
た
作

口問）

「御
裳
濯
河
歌
合
い
に
お
い
て
、
判
者
を
依
頼
さ
れ
た
藤
原
俊
成
が
、
そ
の
序
文
的
な
位
置
付
け
と
し
て
帯
い
た
文
章
で
あ
る
c
〕

※
こ
の
問
題
は
、

著
作
権
の
関
係
に
よ
り
掲
載
が
で
き
ま
せ
ん
。

8 

注）

1
「
難
波
津
の
歌
」

4

「難
波
津
仁
咲
〈
や
こ
の
花
冬
ご
も
り
今
は
春
ぺ
と
咲
く
や
こ
の
花
」

G

「古
今
集
』
の
仮
名
序
で
「
帝
の
御
は
じ
め
」

と
一
一
古
い
、
モ
仁
が
仁
徳
天
皇
に
即
位
を
促
し
た
散
と
さ
れ
、
「
歌
山
町
父
」
と
も
一苔
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
全
体
で
、

「和
歌

と
い
う
も
の
」
の
意
と
な
っ
て
い
る
。

2
「
亭
子
の
帝
」
人
手
多
天
皇
。

3
「
貌
姑
射
の
山
」
目
’
上
皇
の
御
所
。

乙
〔
次
の
文
章
は
、

西
行
法
師
が
伊
勢
神
宮
の
外
宮
に
奉
納
し
た
白
歌
合

「宮
河
歌
ム
ロ
」

，
、
同一司

、

rL

、

、t
J
d
し
v

判
者
を
依
頼
さ
れ
た
藤
原
定
家
が
、

そ
の
敏
文
と
し
て
書
い
た
文
章
で
あ
る
。
〕

神
風
古
河
の
歌
合
、
勝
ち
負
け
を
記
し
付
く
べ
き
よ
し
は
べ
り
し
こ
と
は
、
玉
く
し
げ
一

一
と
せ
あ
ま
り
に
も
な
り
ぬ
れ
ど
、
隠
れ
て
は
道

F
r
i
l
l－
－

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
 

を
守
る
神
の
探
く
み
そ
な
は
さ
む
と
と
を
恐
れ
、
顕
れ
て
は
家
に
伝
は
る
言
の
葉
に
あ
さ
き
色
見
え
む
こ
と
を
つ
つ
む
の
み
に
あ
ら
ず
、
ゎ

（、汁

i）

い
ま
だ
六
つ
の
姿
の
趣
き
を
だ
に
知
ら
ず
、

雲づ
／＼、在か
号 2に
の三
ゆ十

〈文
へ字
暗あ
くま
のり
みを

は連
べぬ
るれ
上ど

お
の
づ
か
ら
難
波
津
の
跡
を
な
ら
へ
ど
、

さ
ら
に
出

も
ろ
こ
し
の
昔
の
時
だ
に
幾
百
年
の
う
ち
と
か
や
詞
人
才
士
の
文
体
三
度
改
ま
り
に
け
れ
ば
、



ま
し
て
、
大
和
言
葉
の
定
ま
れ
る
と
こ
ろ
無
き
心
姿、

い
づ
れ
を
あ
し
よ
し
と
一言
ひ
、
い
か
な
る
を
涼
し
浅
し
と
思
ひ
は
か
る
べ
し
と
は
、

誰
に
施
ひ
、
何
を
ま
こ
と
と
知
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。
時
に
よ
り
、
所
に
つ
け
て
、
好
み
一部
み
、
ほ
め
そ
し
る
な
ら
ひ
に
ぞ
あ
る
べ
き
。

し
か
る
を
、
こ
の
歌
合
は
わ
ざ
と
沈
み
思
ひ
て
合
は
せ
番
は
れ
た
る
に
も
あ
ら
ず
の
た
だ
多
く
の
年
ご
ろ
積
も
れ
る
言
の
葉
を
拾
ひ
て、

並
び
ぬ
べ
き
節
々
、
通
へ
る
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
を
思
ひ
合
は
せ
っ
つ
、
左
右
に
烹
て
ら
れ
て
は
べ
れ
ば
、
こ
と
の
心
か
す
か
に
、
歌
の
安
高
く

し
て
、
空
よ
り
も
及
び
が
た
く
、
雲
よ
り
も
は
か
り
が
た
し
。
積
も
る
あ
は
れ
は
深
け
れ
ど
、
雪
聞
の
草
の
鋭
き
一
言
葉
乱
れ
て
、
業日
き
あ
ら

G
l
i
l
i－
－

 

は
さ
む
方
も
無
く
、
思
ふ
節
－q
繁
け
れ
ど
、
浪
路
の
葦
の
浮
き
た
る
心
の
み
漂
ひ
て
、
う
ち
出
づ

べ
き
こ
と
思
う
た
ま
へ
ら
れ
ね
ば
、

日

二

か
へ
す
が
へ
す
思
ひ
や
み
ぬ
べ
く
の
み
な
り
は
ベ
り
ぬ
れ
ど
、
聖
の
契
り
を
仰
ぎ
た
て
ま
つ
る
こ
と
も
、
と
の
世

一
つ
の
あ
だ
の

誼
に
も
あ
ら
ず
、
仏
の
道
に
悟
り
開
け
け
む
朝
は
、
ま
づ
ひ
る
が
へ
す
縁
と
結
び
置
か
む
と
思
ふ
。

一注
3）

高
き
い
や
し
き
そ
こ
ら
の
道
好
む
輩
を
措
き
て
、
齢
い
ま
だ
三
十
路
に
及
ば
ず
、
位
な
ほ
五
つ
の
品
に
沈
み
て
、

（
い一

5
）

う

札

あ

ら

お

ら

〈

ら

の
外
に
ひ
と
り
拾
遣
の
名
を
恥
ぢ
、
九
重
の
月
の
下
に
ひ
さ
し
く
陸
沈
の
憂
へ
に
砕
け
た
る
、
浅
茅
の
末
、
葎
の
下
の
塵
の
身
を
尋
ね
て
、

浦
の
浜
木
綿
重
な
れ
る
跡
、
正
木
の
葛
絶
え
ぬ
道
ば
か
り
を
あ
は
れ
ぴ
て
、
鈴
鹿
の
闘
の
ふ
り
は
で

人

十

瀬
の
波
の
立
ち
返
り
つ
つ
、
岡山

ま
た
は
、

三
笠
山
の
雲

は
べ
る
と
て
、
今
聞
き
、

ふ
ゆ
ゑ
あ
り
、
な
ほ
必
ず
勤
め
お
け
と
は
べ
り
し
か
ぱ
、
宮
河
の
清
き
流
れ
に
契
り
を
結
ば
ば
、
松
山
の
滞
る
道
ま
で
も
そ
の
御
し
る
べ
や

－A
H
M
A

－H
 

の
ち
見
む
人
の
閉
り
を
も
知
ら
ず
、
昔
を
仰
ぎ
、
古
き
を
し
の
ぶ
心

一
つ
に
任
せ
て
、
書
き
付
け
は
べ
り
ぬ
る
に

な
む
。

（注）

1
「
六
つ
の
姿
」
：－

吋古
今
集
い
の
序
に
記
さ
れ
る
和
歌
の
六
つ
の
表
現
ス
タ
イ
ル
。

2
「
出
雲
人
雲
」

『古
今
集
」
仮
名
’
序
で
い
奴
歌
の
初
め
と
さ
れ
る
「
八
雲
た
つ
出
雲
八
重
垣
委
ご
み
に
八
重
垣
つ
く
る
そ
の
八
重
垣
を
」
の

歌
を
合
・注
し
、
こ
こ
で
は
全
体
で

「和
歌
の
道
」
を
意
味
す
る
n

3
「
五
つ
の
口
叩
」
：
五
位
の
佼
。

4
「
三
笠
山
」－

近
衛
府
を
意
味
す
る
。

5

「拾
遺
」・

侍
従
の
店
名
（
中
国
風
の
言
い
方
）

0

9 

間
十
七

問
題
丈
甲
の
傍
線
部
A
「
四
条
大
納
言
公
任
卿
」
の
編
著
書
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
ぴ
。

解
答
欄
に
マ

ー
ク
せ
よ
。

イ

山

家

集

口

拾
遺
愚
草

｝＼ 

長
秋
詠
淡

本
朝
文
粋

ホ

和

漢
朗
詠
集

間
十
八

問
題
文
甲
・
乙
の
傍
線
部
B
－
E
－
F
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
中
か
ら
一

つ
選
ぴ
、
解
答
欄
に
マ

ー
ク
せ
よ
。

B 

イ

先
迭
の
一
ぷ
す
基
準
を
踏
ま
え
て
判
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る。

ロ

深
い
境
地
に
達
し
て
い
る
た
め
不
首
尾
な
歌
を
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
c

/¥ 

ど
の
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
の
か
い
な
い
の
か
が
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
。

歌
の
善
悪
判
断
が
現
代
の
歌
合
判
者
に
は
十
分
に
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る。

E

イ

口

に

か
け
る
の
も
慣
ら
れ
る
こ
と

口

こ
の
よ
う
に
と
り
と
め
も
な
い
こ
と

/¥ 

ま
っ
た
く
思
っ
て
も
み
な
か
っ
た
こ
と

無
礼
に
も
は
っ
き
り
と
非
難
を
一
本
す
こ
と

F 

イ

家
に
伝
わ
る
詠
歌
の
極
意
を
口
に
し
て
父
親
か
ら
強
い
非
難
を
浴
び
る
こ
と

ロ

家
に
伝
わ
る
多
く
の
歌
書
を
披
見
し
て
得
た
知
識
を
広
く
世
間
に
示
す
こ
と

/¥ 

家
に
伝
わ
る
教
訓
を
十
分
に
継
承
し
得
た
自
分
の
才
能
に
自
信
が
あ
る
こ
と

家
に
伝
わ
る
歌
の
技
に
お
い
て
未
熟
で
あ
る
こ
と
が
露
見
し
て
し
ま
う
こ
と



問
十
九

問
題
文
甲
の
傍
線
部
C
「こ
の
こ
と
」

は
何
を
指
す
か。

7

・を
す
る
こ
と
」

の
形
で
、
全
体
を
十
字
以
内
で
説
明
し
、
記
述
解

答
欄
に
記
せ
。
な
お

7
」
の
部
分
は
単
語
三
つ
で
構
成
す
る
こ
と
。
句
読
点
は
必
要
な
い
。

イ

う
け
た
ま
は
る

問
題
文
甲
の
空
欄

「

己

に

入

金

句

と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
ぴ
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

口

き
と
し
め
す

I¥ 

た
ま
は
、
ざ
る

は
べ
ら
ざ
る

ホ

ま
じ
か
る

間
二
十

間
二
十
一

問
題
丈
一
乙
の
傍
線
部
G
「
た
ま
へ
」
の
正
し
い
文
法
的
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
ぴ
、
解
答
欄
に

マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

四

段

活
用
の
尊
敬
の
補
助
動
詞
で
あ
る
。

口

下
二
段
活
用
の
尊
敬
の
補
助
動
詞
で
あ
る
。

I¥ 

四
段
活
用
の
謙
譲
の
補
助
動
詞
で
あ
る
。

下一一
段
活
用
の
謙
譲
の
補
助
動
調
で
あ
る
。

ホ

四
段
活
用
の
丁
寧
の
補
助
動
詞
で
あ
る
の

間
二
十
二

問
題
文
乙
の
空
欄

〔

出

に
は
、

和
歌
の
修
昨
技
巧
的
表
現
が
入
る
o

最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら
一

つ
選

ぴ

解

筈

欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
c

イ

は
る
の
あ
ら
た
の

ロ

な
つ
む
し
の

I¥ 

あ
き
さ
れ
ば

ふ
ゆ
ご
も
り

ホ

と

し
の
う
ち
に

間
二
十
三

問
題
文
乙
の
傍
線
部
l
「
思
ふ
ゆ
ゑ
あ
り
、
な
ほ
必
ず
勤
め
お
け
」
と
述
べ
た
人
物
は
誰
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。
最
も
適

切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
、
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
じ

イ

俊
成

ロ

西
行

I¥ 

,......... 
疋，....『
家

天
照
大
御
神

ホ

大
内
人

一一一 10

間
二
十
四

問
題
丈
甲
，
乙
か
ら
知
ら
れ
る
内
容
と

一
致
す
る
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

俊
成
は
、
古
今
集
の
撰
者
よ
り
も
公
任
の
ほ
う
が
、
和
歌
に
対
す
る
批
評
眼
が
確
か
だ
と
確
信
し
て
い
た
。

ロ

俊
成
は
、
歌
合
の
判
者
と
し
て
活
躍
し
た
経
歴
を
誇
っ
て
、
伊
勢
神
宮
奉
納
の
名
誉
を
得
た
喜
び
を
語
っ
た
c

I¥ 

西
行
は
、
特
別
な
歌
合
の
判
を
俊
成
・
定
家
父
子
仁
依
頼
し
、
ま
だ
若
輩
の
定
家
の
才
能
を
特
に
高
く
買
っ
た
。

西
行
は
、
老
境
を
分
か
ち
合
う
仲
間
と
し
て
俊
成
を
信
頼
し
、

そ
の
推
薦
に
よ
り
定
家
に
も
好
意
を
寄
せ
て
い
た
c

ホ

定
家
は
、
神
仏
へ
の
信
仰
に
深
く
心
を
寄
せ
、
立
身
出
世
な
ど
は
歯
牙
に
も
か
け
な
い
文
学
者
気
質
を
持
っ
て
い
た
。

~ 

定
家
は
、
俊
成
の
子
で
あ
る
自
覚
を
強
く
抱
き
、
和
歌
の
道
の
発
展
と
そ
自
分
に
与
え
ら
れ
た
使
命
で
あ
る
と
思
っ
た
。

丙
〔
次
に
一
不
す
の
は
、
問
題
文
乙
の
二
重
傍
線
部
「
も
ろ
こ
し
の
昔
の
時
だ
に
幾
百
年
の
う
ち
と
か
や
詞
人
才
士
の
文
体
三
度
改
ま
り
に

け
れ
ば
」
の
典
拠
と
な
る
「
宋
書
謝
笠
通
伝
論
」
（
六
朝
時
代
の
沈
約
の
撲
。
「
文
選
」
所
収
）

の
関
連
部
分
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、

あ
と
の
聞
い
に
答
え
よ
。
な
お
、
設
問
の
都
合
上、

返
り
点

・
送
り
仮
名
を
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
つ）

※
こ
の
問
題
は
、
著
作
権
の
関
係
に
よ
り
掲
載
が
で
き
ま
せ
ん
。

注
）
文
体
：
詩
文
の
ス
タ
イ
ル。

子
建
・
曹
擦
の
子
で
あ
る
曹
植
の
字
。

相
主H

¥Hi 
伸 二 i英
宣班の

司
後後馬
j莫 i莫十目
の の 如
王 斑n C 

祭i彪E
のと
字そ
c の

1; 
で
あ
る
班
困

形
似
之
一
言
・
忠
実
に
摘
写
す
る
表
現
。

隣
流

。
風
が
吹
き
流
れ
る
こ
と
。
風
流

E

風
騒

コ
百
経
」
と

『楚
辞
」。

意
製
：
心
を
も
っ
て
製
ら
れ
た
も
の
。
詩
文
の
で
き
方
。



間
二
十
五

問
題
文
丙
の
傍
維
部
A
「
工
為
形
似
之
一一一向、」

の
書
き
下
し
交
を
、
全
丈
ひ
ら
が
な
で
書
く
と
ど
う
な
る
か
。
最
も
適
切
な
も

の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
、ひ、

解
答
棟
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

た

く

み

の
た
め
に
け
い
じ
の
げ
ん
を
つ
く
り
、

ロ

た
く
む
は
け
い
じ
の
げ
ん
の
た
め
に
し
て
、

I¥ 

た
く
み
と
し
て
け
い
じ
の
げ
ん
た
り
て
、

け
い
じ
の
げ
ん
の
た
め
に
た
く
み
て、

ホ

た

く
み
に
け
い
じ
の
げ
ん
を
な
し
、

間
二
十
六

問
題
文
丙
の
傍
線
部
B
「長一一
於
情
理
之
説
一」
の
「
長
」
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

一つ
選

ぴ
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

長
い
。

口

優
れ
る
。

/¥ 

増
長
す
る
。

お
さ
と
な
る
の

ホ

尊
敬
視
さ
れ
る
c

間
二
十
七

問
題
文
丙
の
傍
線
部
C
「
是
以
一
世
之
士
、
各
相
慕
習
」
の
解
釈
、
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
中
か
ら

一
つ
選
び
、
解

窓
口
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

三
変
し
た
詩
文
が
そ
の
時
代
を
明
る
く
輝
か
せ
る
の
で
、
河
世
代
の
人
々
は
、
彼
ら
の
詩
文
を
そ
れ
ぞ
れ
に
模
範
と
し
て
慕
っ
た
。

口

三
変
し
た
詩
文
が
当
時
の
輝
き
を
そ
れ
ぞ
れ
巧
に
描
写
し
て
い
た
の
で
、
後
の
世
の
人
々
は
、
彼
ら
の
詩
文
を
慕
っ
て
模
範
と
し

/¥ 

三
変
し
た
詩
文
が
そ
の
時
代
の
輝
き
を
増
し
加
え
た
の
で
、
そ
の
第

一
世
代
に
当
た
る
人
は
、
詩
文
そ
れ
ぞ
れ
を
模
範
と
し
て
慕

一一 11

た
。

っ
た
。三

変
し
た
詩
文
が
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
に
輝
い
た
存
在
だ
っ
た
の
で
、
世
の
中
の
人
々
は
そ
れ
ぞ
れ
、
彼
ら
の
詩
文
を
慕
っ
て
模
範

と
し
た
。

ホ

三
変
し
た
詩
文
が
そ
の
当
時
を
ひ
と
き
わ
輝
か
せ
た
の
で
、
そ
の
後
の

一
世
を
風
廃
し
た
人
々
は
、
詩
文
の
す
べ
て
を
模
範
と
し

て
慕
っ
た
。

間
二
十
八

問
題
文
丙
の
傍
線
部
D
「莫
不
問
視
風
騒
」
を
書
き
下
し
文
に
改
め
る
と
、
「
但
を
風
騒
に
同
じ
く
せ
ざ
る
は
美
し
」
と
な
る
。

こ
の
書
き
下
し
文
に
従
っ
て
、
記
述
解
答
用
紙
の
所
定
の
欄
に
返
り
点
を
記
せ
。

間
二
十
九

問
題
丈
閃
の
内
容
に
合
致
し
な
い
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
一
円
ノ
選
び
、
解
答
欄
に
マ
ー
ク
せ
よ
。

イ

一一一
変
し
た
詩
文
の
源
を
探
る
と
、

い
ず
れ
も
「
詩
経
」
と

「楚
辞
」
と
い
う
伝
統
的
な
古
典
に
基
づ
く
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

口

漠
か
ら
説
一
の
問
に
お
け
る
詩
文
の
一
一
一
変
は
、
司
馬
柑
如
、
班
彪

・
班
困
、
片
岡
同
植
・
王
祭
が
そ
れ
ぞ
れ
に
も
た
ら
し
た
も
の
で
あ
る
。

』＼

司
馬
柑
如
、
班
彪
・
班
臣
、
苗
同
植
・
主
祭
の
詩
文
は
、
特
徴
と
な
る
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
を
発
揮
し
て
美
を
ほ
し
い
ま
ま
に
し
て
い

る
。「詩

経
」
と
『
楚
辞
」
を
源
泉
と
し
な
が
ら
も
、
作
ら
れ
た
作
品
に
違
い
を
生
じ
る
の
は
、
そ
の
好
み
の
異
な
り
に
よ
る
も
の
で

あ
る
。

ホ

曹
植
と
王
祭
の
詩
丈
は
気
質
を
テ
ー
マ
と
す
る
点
が
特
徴
と
な
り
、
そ
の
美
し
さ
は
と
り
わ
け
時
代
を
越
え
て
絶
賛
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。

（以

下

余
点
〕

画 遍証説誕通過品



（－） （ニ）（三）

問間

五
間

十

∞

間
十
四

間
十
九

問
二
十
八 国

五
日一一一一円H

記
述
解
答
用
紙

解
答
は

H
B
の
黒
鉛
筆
ま
た
は

H
B
の
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
を
使
用
の
こ
と
。

解
答
用
紙
に
は
、
解
答
欄
以
外
に
は
何
も
書
い
て
は
な
ら
な
い
。

(Y) 
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氏

名

（注意）所定欄以外に受験倭号 ・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

国採

点
圭五
周口

4閤

」
の
欄
に
書
き
入
れ
て
は
な
ら
な
い

（ー）（二）（三）

問間

五

間

十

間
十
四

間
十
九

間
二
十
八l J 

受
験
持
号

暗闇今
氏

名

（注意） 所定欄以外に受験番号 ・氏名
を記入しではならない。 記入
した解答府紙は採点の対象外
となる場合がある G




