
1 国語の問題冊子は19ページあり，問題は2問（解答番号は 1 ～

23 ）である。問題冊子の白紙・空白の部分は下書きに使用してよい。
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（例） 受験番号を記入し，さらにその
下のマーク欄にマークして下さい。2 別に解答用紙が1枚ある。受験番号欄に

受験番号5桁を記入し，マーク欄の該当す

るところをマークしなさい。

氏名を記入してはならない。なお，記入

した受験番号やマークが誤っている場合や

無記入の場合は，国語の試験が無効となる。

3 解答用紙に科目名を記入し，その科目コードをマークしなさい。

科目名
適性能力試験 数学Ⅰ・Ａ
英 語 生物基礎・生物
国 語 化学基礎・化学

物理基礎・物理

2021年度一般選抜試験問題

国 語

注 意 事 項

注意事項の続きは本冊子の裏にあります



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

家
族
を
命
や
く
ら
し
の
安
心
と
む
す
び
つ
け
る
見
か
た
の
源
流
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は『
政
治
学
』の
第
一
巻
一
三
章
で「
家
政
の
務
は
無
生
物
の
財
産
に
よ
り
も
、
む
し
ろ
人
間
に
一
そ
う
留
意
し
、
ま
た
わ
れ
わ
れ

が
富
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
財
産
の
徳
に
よ
り
も
人
々
の
徳
に
留
意
し
、
さ
ら
に
奴
隷
の
そ
れ
に
よ
り
も
自
由
人
の
そ
れ
に
留
意
す
る
」と
述
べ
た
。

家
政
＝
オ
イ
コ
ノ
ミ
ア
は
、
経
済
＝
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
語
源
だ
が
、
一
家
の
生
活
に
か
か
わ
る
す
べ
て
の
こ
と
が
ら
を
処
理
し
、
治
め
る
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
家
と
は
、
財
産
の
望
ま
し
い
状
態
よ
り
も
人
間
の
望
ま
し
い
状
態
を
維
持
す
る
た
め
の
存
在
だ
と
説
い
た
の
で
あ

る
。人

間
が
人
間
ら
し
く
生
き
て
い
く
た
め
の
条
件
、
命
や
く
ら
し
を
さ
さ
え
る
こ
と
を
、
こ
こ
で
は「
家
族
の
原
理
」と
呼
ん
で
お
こ
う
。
だ
が
、
こ
の

見
か
た
に
は
、
い
く
つ
か
注
意
す
べ
き
点
が
あ
る
。

ま
ず
、
こ
こ
で
い
う
家
族
と
は
、
家
と
公
的
な
領
域
と
が
区
別
さ
れ
、
性
別
分
業
が
す
す
み
、
各
人
を
情
緒
的
に
結
合
さ
せ
た「
近
代
家
族
モ
デ
ル
」

を
さ
す
の
で
は
な
い（
落
合
恵
美
子『
近
代
家
族
と
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
』）。

む
し
ろ
家
族
の
内
側
、
あ
え
て
い
え
ば「
母
親
」に
押
し
つ
け
ら
れ
て
き
た
命
や
く
ら
し
の
維
持
と
い
う
機
能
を
、
ど
の
よ
う
に
社
会
全
体
に
押
し
ひ

ろ
げ
て
い
く
の
か
をＸ
問
い
か
え
す
も
の
で
あ
る
。（

①

）

も
う
一
点
、＊
1世

界
大
恐
慌
に
多
く
の
先
進
国
が
飲
み
こ
ま
れ
た
が
、
そ
の
危
機
か
ら
い
ち
早
く
脱
出
し
た
の
は
日
本
、
そ
し
て
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
だ
っ

た（C
argill,“M

onetary
Policy,D

eflation,and
E

conom
ic

H
istory”

）。

Ⅰ

前
者
は
、
家
族
の
原
理
の
も
と
に
カ
（
ア
）フ

チ
ョ
ウ
制
的
な
全
体

主
義
国
家
を
作
り
だ
し
、
後
者
は
、
同
じ
家
族
の
原
理
の
も
と
に
社
会
民
主
主
義
国
家
を
作
り
だ
し
た
。

経
済
的
な
困
難
か
ら
脱
出
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
ア
メ
リ
カ
は
劣
等
生
だ
っ
た
。
一
方
、＊
2ソ

ビ
エ
ト
連
邦
は
世
界
大
恐
慌
期
に
も
順
調
な
経
済
成

長
を
遂
げ
た
。
前
者
で
あ
れ
ば
社
会
保
障
、
後
者
で
あ
れ
ば
共
同
所
有
と
い
う
か
た
ち
で
家
族
の
原
理
は
展
開
し
た
が
、
後
者
の
歴
史
的
限
界
は
よ
く

知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
。
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よ
う
す
る
に
、
縮
減
の
世
紀
に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
家
族
の
原
理
と
市
場
の
原
理
の
ど
ち
ら
が
重
要
か
と
い
う
問
い
で
は
も
は
や
な
く
、

ⅰ

、
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。（

②

）

ニ
ー
ズ

こ
の
問
い
に
挑
む
た
め
に
、
ひ
と
つ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
用
意
し
よ
う
。
家
族
の
原
理
と
社
会
と
の
関
係
を
考
え
る
際
の
カ
ギ
に
な
る「
必
要
」で
あ

る
。

＊
3ダ

ニ
エ
ル
・
ベ
ル
が
強
調
し
た
よ
う
に
、
家
族
の
な
か
で
、
食
料
は
、
一
人
ひ
と
り
の
必
要
に
応
じ
て
分
配
さ
れ
る
。
け
っ
し
て
貢
献
度
や
社
会
的

な
地
位
、
所
得
の
多
寡
に
よ
っ
て
分
配
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

資
本
主
義
、

Ⅱ

近
代
と
よ
ば
れ
る
時
代
の
特
徴
は
、
こ
の
必
要
を
み
た
す
役
割
が
政
府
の
財
政
の
な
か
に
押
し
こ
め
ら
れ
た
一
方
、
社
会

ウ
ォ
ン
ツ

全
体
を「
欲
望
」が
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ
た
点
に
あ
る
。

僕
た
ち
は
、
だ
れ
か
に
見
せ
び
ら
か
す
た
め
に
消
費
を
お
こ
な
う
。
い
わ
ゆ
る
顕
示
的
消
費
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
欲
望
を
刺
激
し
な
が
ら
消
費
需

要
を
次
々
と
再
生
産
し
て
い
っ
た
時
代
こ
そ
が
資
本
主
義
、
近
代
と
よ
ば
れ
る
時
代
だ
っ
た（
ヴ
ェ
ブ
レ
ン『
有
閑
階
級
の
理
論
』、
ガ
ル
ブ
レ
イ
ス『
ゆ

た
か
な
社
会

決
定
版
』）。（

③

）

僕
た
ち
の
社
会
に
はＡ「
欲
望
」と
同
時
にＢ「
必
要
」が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
人
類
の
歴
史
の
大
半
は
、
こ
の
必
要
を
ど
の
よ
う
に
自
ら
の
手
で
充
足
す

る
か
と
い
う
闘
い
だ
っ
た（
ポ
ラ
ン
ニ
ー『
人
間
の
経
済
』）。
資
本
主
義
や
近
代
と
は
、
こ
の
必
要
と
顕
示
的
消
費
を
お�

金�

で�

み�

た�

す�

あ�

る�

一�

時�

代�

を
さ

し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

欲
望
だ
け
で
は
な
く
、
生
き
る
た
め
の
必
要
を
も
お
金
で
み
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
時
代
に
は
、
市
場
経
済
で
得
ら
れ
る
お
金
の
多
寡
が
決
定
的

な
基
準
と
な
り
、
人
間
の
生
き
か
た
、
社
会
の
地
位
を
決
定
づ
け
る
こ
と
と
な
る
。
だ
か
ら
僕
は
、
資
本
主
義
や
近
代
と
い
う「
欲
望
の
時
代
」を
さ
す

し
ゅ
う
え
ん

こ
と
ば
を
、
あ
え
て「
経
済
の
時
代
」と
読
み
か
え
た（
井
手
英
策『
経
済
の
時
代
の
終
焉
』）。（

④

）

ま

ね

ウ
ォ
ン
ツ
は
け
っ
し
て
充
足
さ
れ
き
る
こ
と
が
な
い
。
高
価
な
も
の
を
見
せ
び
ら
か
し
、
だ
れ
か
が
そ
れ
を
真
似
す
れ
ば
、
富
裕
層
は
さ
ら
に
高
価

な
も
の
を
買
い
も
と
め
る
。
顕
示
的
消
費
と
は
そ
う
い
う
も
の
だ
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
ニ
ー
ズ
は
、
消
費
を
つ
う
じ
て
充
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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た
と
え
ば
、
食
事
と
い
う
ニ
ー
ズ
は
、
た
と
え
（
イ
）ソ

マ
ツ
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
な
ん
ら
か
の
食
料
を
と
れ
ば
み
た
さ
れ
る
し
、
病
気
も
、
高
い
医

療
、
安
い
医
療
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
治
癒
さ
え
す
れ
ば
ニ
ー
ズ
は
み
た
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
満
腹
な
の
に
食
事
を
つ
づ
け
れ
ば
物
理
的
な
限
界
が

お
と
ず
れ
る
し
、
が
ん
が
治
っ
て
い
る
の
に
が
ん
を
さ
ら
に
治
そ
う
と
す
る
人
は
い
な
い
。（

⑤

）

ニ
ー
ズ
に
は
き
わ
め
て
多
様
な
性
格
が
あ
る（
デ
ィ
ー
ン『
ニ
ー
ズ
と
は
何
か
』）。
こ
こ
で
は
、
話
のＹ
煩
雑
さ
を
さ
け
る
た
め
に
、
必
要
論
の
原
点
に

か
え
っ
て
ふ
た
つ
の
ニ
ー
ズ
を
見
て
み
た
い
。
ひ
と
つ
は
、
社
会
的
ニ
ー
ズ
で
あ
り
、
い
ま
ひ
と
つ
は
個
人
的
ニ
ー
ズ
で
あ
る
。

個
人
的
な
ニ
ー
ズ
と
は
、
私
的
な
ニ
ー
ズ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
る
人
が
あ
る
状
況
の
も
と
で
個
人
的
に
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
み
た

す
た
め
に
み
ん
な
の
税
を
使
う
こ
と
は
み
と
め
ら
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
ニ
ー
ズ
は
市
場
経
済
で
取
引
可
能
な
た
め
、
欲
望
の
原
理
に
さ
ら
さ
れ
る
こ

と
と
な
る
。

反
対
に
、
民
主
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
経
て
み
と
め
ら
れ
た
、
大
勢
の
人
に
共
通
す
る
ニ
ー
ズ
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
社
会
的
な
ニ
ー
ズ
と
考
え
ら
れ
、
政

府
が
税
を
使
っ
て
保
障
す
る
対
象
と
な
る
。
所
得
の
少
な
い
人
、
市
場
経
済
で
取
引
の
で
き
な
い
人
で
あ
っ
て
も
保
障
さ
れ
る
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
サ
ー
ビ

ス
は
、
ま
さ
に
こ
れ
に
属
す
る
。

歴
史
に
何
度
か
お
と
ず
れ
た
危
機
の
時
代
に
（
ウ
）シ

ョ
ウ
テ
ン
化
さ
れ
た
の
は
、
こ
の
社
会
的
ニ
ー
ズ
だ
っ
た
。
命
や
く
ら
し
と
直
結
す
る
ニ
ー
ズ
が
あ

り
、
そ
れ
を
み
た
せ
な
い
人
た
ち
が
増
え
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
が
社
会
的
ニ
ー
ズ
と
し
て
認
識
さ
れ
、
協
働
の
対
象
と
な
り
、
そ
の
充
足
の
し
く
み
が

モ
（
エ
）サ

ク
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

Ｃ
個
人
的
な
ニ
ー
ズ
と
社
会
的
な
ニ
ー
ズ
、
こ
れ
ら
を
厳
密
な
意
味
で
区
別
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
。

た
と
え
ば
、
交
通
手
段
や
宿
泊
（
オ
）シ

セ
ツ
を
見
て
み
よ
う
。
あ
る
場
所
に
む
か
う
の
に
、
タ
ク
シ
ー
や
自
家
用
車
、
自
転
車
の
ど
れ
で
移
動
を
す
る
か

は
個
人
的
な
ニ
ー
ズ
だ
。
あ
る
い
は
観
光
旅
行
に
い
っ
た
と
き
、
ど
ん
な
宿
に
泊
ま
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
個
人
的
な
ニ
ー
ズ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
大
勢
の
人
び
と
の
移
動
の
た
め
の
バ
ス
や
鉄
道
は「
公
共
交
通
機
関
」と
位
置
づ
け
ら
れ
、
税
が
投
入
さ
れ
る
。
国
民
の
財
産
で
あ
る
観

光
資
源
を
た
の
し
む
た
め
に
、
す
べ
て
の
国
民
が
安
い
値
段
で
宿
泊
で
き
る
よ
う
な
シ
セ
ツ
を
と
と
の
え
れ
ば「
国
民
宿
舎
」の
よ
う
な
公
的
な
機
関
と

な
り
、
こ
こ
で
も
税
が
投
入
さ
れ
る
。
い
わ
ば
、
あ
る
ニ
ー
ズ
が
個
人
的
か
、
社
会
的
か
は
、
そ
の
ニ
ー
ズ
に
ど
れ
く
ら
い
多
く
の
人
た
ち
が
共
感
す
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る
か
、
共
通
し
て
必
要
と
感
じ
る
か
に
よ
っ
て
揺
れ
う
ご
く
わ
け
だ
。

ウ
ォ
ン
ツ

ニ
ー
ズ

だ
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
両
者
の
厳
格
な
区
別
で
は
な
い
。
こ
の
社
会
が「
欲
望
」と「
必
要
」の
ふ
た
つ
を
編
成
原
理
と
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
そ
し
て
ど
の
ニ
ー
ズ
が
私
的
か
、
社
会
的
か
と
い
う
解
釈
し
だ
い
で
、
財
政
の
あ
り
か
た
も
か
わ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の

関
係
が
ど
の
よ
う
に
組
み
か
え
ら
れ
て
い
く
か
を
読
み
と
く
こ
と
で
、
縮
減
の
世
紀
の
今
後
を
占
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

（
井
手
英
策『
幸
福
の
増
税
論
―
―
財
政
は
だ
れ
の
た
め
に
』に
よ
る
。
出
題
の
都
合
上
、
一
部
中
略
し
た
箇
所
が
あ
る
）

（
注
）
＊
1世

界
大
恐
慌
―
―
一
九
二
九
年
の
ア
メ
リ
カ
株
式
市
場
の
暴
落
が
資
本
主
義
諸
国
に
波
及
し
て
起
こ
っ
た
経
済
恐
慌
。

＊
2ソ

ビ
エ
ト
連
邦
―
―
現
在
の
ロ
シ
ア
を
中
心
と
す
る
地
域
に
存
在
し
た
社
会
主
義
国
家（
一
九
二
二
〜
一
九
九
一
）。

＊
3ダ

ニ
エ
ル
・
ベ
ル
―
―
ア
メ
リ
カ
の
社
会
学
者（
一
九
一
九
〜
二
〇
一
一
）。
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問
1

傍
線
部（
ア
）〜（
オ
）に
該
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

1

〜

5

（
ア
）
カ
フ
チ
ョ
ウ

1

ａ

キ
フ
ジ
ン
の
よ
う
な
装
い

ｂ

公
費
フ
タ
ン
で
整
備
す
る

ｃ

鉄
道
を
フ
セ
ツ
す
る

ｄ

フ
ヘ
ン
的
に
通
じ
る
話
だ

ｅ

フ
ソ
の
代
か
ら
の
土
地

（
イ
）
ソ
マ
ツ2

ａ

客
に
ソ
ソ
ウ
な
く
ふ
る
ま
う

ｂ

ケ
ン
ソ
な
山
道
を
行
く

ｃ

文
を
ヨ
ウ
ソ
に
分
解
す
る

ｄ

ソ
ゼ
イ
を
徴
収
す
る

ｅ

キ
ョ
ソ
に
気
を
付
け
る

（
ウ
）
シ
ョ
ウ
テ
ン

3

ａ

喜
び
で
破
顔
イ
ッ
シ
ョ
ウ
す
る

ｂ

論
文
の
シ
ョ
ウ
ロ
ク
を
作
る

ｃ

シ
ョ
ウ
シ
ン
苦
慮
の
末
の
決
断

ｄ

事
務
レ
ベ
ル
で
の
セ
ッ
シ
ョ
ウ

ｅ

国
家
権
力
を
シ
ョ
ウ
ア
ク
す
る
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（
エ
）
モ
サ
ク4

ａ

作
文
を
テ
ン
サ
ク
す
る

ｂ

部
首
サ
ク
イ
ン
を
用
い
る

ｃ

タ
ン
ザ
ク
に
願
い
を
書
く

ｄ

利
益
の
中
間
サ
ク
シ
ュ

ｅ

現
実
と
サ
ッ
カ
ク
す
る

（
オ
）
シ
セ
ツ5

ａ

旅
館
に
シ
シ
ュ
ク
す
る

ｂ

役
所
に
シ
ュ
ッ
シ
す
る

ｃ

シ
ヨ
ウ
末
節
に
こ
だ
わ
る

ｄ

首
相
の
シ
セ
イ
方
針
演
説

ｅ

ロ
ン
シ
が
曖
昧
な
文
章
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問
2

傍
線
部
Ｘ
・
Ｙ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

Ｘ

6

・
Ｙ

7

Ｘ

問
い
か
え
す
も
の

6

ａ

論
理
の
難
点
を
突
く
命
題

ｂ

自
問
を
迫
っ
て
く
る
圧
力

ｃ

考
察
の
契
機
と
な
る
反
論

ｄ

論
点
と
し
て
提
示
す
る
視
点

ｅ

方
法
論
の
示
唆
と
な
る
見
解

Ｙ

煩
雑
さ

7

ａ

利
害
関
係
が
強
い
こ
と

ｂ

数
が
多
い
と
い
う
こ
と

ｃ

ま
と
ま
り
を
欠
く
こ
と

ｄ

込
み
入
っ
て
面
倒
な
こ
と

ｅ

不
愉
快
極
ま
り
な
い
こ
と

問
3

次
の
一
文
が
入
る
本
文
中
の
位
置（
①
〜
⑤
）の
中
で
正
し
い
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

8

し
か
し
、
こ
の
議
論
は
現
実
を
十
分
に
説
明
し
き
れ
て
い
な
い
。

ａ
（

①

）

ｂ
（

②

）

ｃ
（

③

）

ｄ
（

④

）

ｅ
（

⑤

）
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問
4

空
欄

Ⅰ

・

Ⅱ

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
た

だ
し
同
じ
語
を
二
度
用
い
て
は
な
ら
な
い
。
Ⅰ

9

・
Ⅱ

10

ａ

む
し
ろ

ｂ

あ
る
い
は

ｃ

し
た
が
っ
て

ｄ

だ
が

ｅ

な
ぜ
な
ら

問
5

空
欄

ⅰ

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

11

ａ

全
体
主
義
と
社
会
民
主
主
義
、
社
会
保
障
と
共
同
所
有
を
全�

て�

可�

能�

と�

す�

る�

か�

ｂ

双
方
を
両
立
さ
せ
得
る
新�

し�

い�

原�

理�

を�

世
界
中
に
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
か

ｃ

男
性
中
心
の
家
族
の
あ
り
よ
う
を
、
女�

性�

中�

心�

の�

も�

の�

に�

く
み
か
え
て
い
く
か

ｄ

従
来
の
家
族
の
原
理
を
市
場
の
原
理
に
合
わ
せ
て
い�

か�

に�

変�

容�

さ�

せ�

て�

い�

く�

か�

ｅ

家
族
の
原
理
が
重
要
性
を
増
す
な
か
、
そ
れ
を
ど�

の�

よ�

う�

に�

制�

度�

化�

し�

て�

い�

く�

か�
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問
6

傍
線
部
Ａ「
欲
望
」、
Ｂ「
必
要
」と
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず

つ
選
び
な
さ
い
。
Ａ

12

・
Ｂ

13

Ａ

ａ

家
族
へ
の
貢
献
度
や
社
会
的
地
位
、
所
得
の
多
寡
に
よ
っ
て
充
足
度
が
異
な
る
、
家
族
内
で
再
生
産
さ
れ
る
消
費
需
要
。

ｂ

顕
示
的
欲
望
を
刺
激
し
な
が
ら
消
費
需
要
を
再
生
産
す
る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
全
体
を
支
配
す
る
に
至
っ
た
消
費
者
心
理
。

ｃ

近
代
に
お
い
て
は
、
お
金
で
充
足
す
る
べ
き
と
さ
れ
る
、
自
分
の
持
ち
物
を
見
せ
び
ら
か
し
、
真
似
を
さ
せ
た
が
る
心
情
。

ｄ

近
代
以
降
、
金
銭
で
み
た
す
こ
と
が
当
然
と
さ
れ
た
、
顕
示
的
な
欲
求
に
基
づ
く
、
終
わ
り
の
な
い
物
質
的
な
む
さ
ぼ
り
。

ｅ

現
代
で
は
、
個
人
や
そ
の
家
族
が
得
た
金
銭
に
よ
っ
て
み
た
す
の
が
当
然
と
さ
れ
る
資
本
主
義
社
会
特
有
の
物
質
的
欲
求
。

Ｂ

ａ

近
代
に
お
い
て
は
金
銭
で
充
足
す
る
こ
と
が
も
と
め
ら
れ
、
貢
献
度
や
地
位
、
収
入
に
よ
ら
ず
配
分
さ
れ
る
べ
き
も
の
。

ｂ

経
済
成
長
の
妨
げ
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
市
場
取
引
が
不
可
能
な
人
に
与
え
ら
れ
る
べ
き
ベ
ー
シ
ッ
ク
・
サ
ー
ビ
ス
。

ｃ

近
代
の
社
会
に
特
有
の
、
市
場
経
済
に
よ
り
得
る
お
金
の
多
寡
で
充
足
度
が
異
な
る
、
生
き
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
も
の
。

ｄ

生
き
て
い
く
う
え
で
欠
か
す
こ
と
が
で
き
ず
、
金
銭
で
は
い
つ
ま
で
も
充
足
す
る
こ
と
が
お
ぼ
つ
か
な
い
協
働
の
対
象
。

ｅ

か
つ
て
は
家
族
間
の
協
働
で
充
足
さ
れ
て
い
た
が
、
近
代
社
会
で
は
金
銭
で
み
た
す
も
の
と
さ
れ
る
社
会
の
編
成
原
理
。
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問
7

傍
線
部
Ｃ「
個
人
的
な
ニ
ー
ズ
と
社
会
的
な
ニ
ー
ズ
、
こ
れ
ら
を
厳
密
な
意
味
で
区
別
す
る
こ
と
は
む
つ
か
し
い
」と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
の
説

明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

14

ａ

ど
ん
な
社
会
的
な
ニ
ー
ズ
で
あ
っ
て
も
、
政
府
が
税
を
使
っ
て
充
足
す
る
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
個
人
的
な
ニ
ー
ズ
と
な
っ
て
し
ま

う
か
ら
。

ｂ

ニ
ー
ズ
が
個
人
的
な
も
の
か
社
会
的
な
も
の
か
を
決
定
す
る
要
因
は
、
客
観
的
な
も
の
と
は
な
り
え
ず
、
そ
の
時
々
の
人
び
と
の
感
じ
方
に

よ
る
か
ら
。

ｃ

個
人
的
ニ
ー
ズ
は
社
会
的
ニ
ー
ズ
に
包
含
さ
れ
る
の
で
、
一
部
の
人
に
と
っ
て
は
社
会
的
ニ
ー
ズ
も
個
人
的
ニ
ー
ズ
も
同
じ
よ
う
に
感
じ
ら

れ
る
か
ら
。

ｄ

社
会
的
な
ニ
ー
ズ
か
個
人
的
な
ニ
ー
ズ
か
は
、
そ
の
社
会
の
多
く
の
構
成
員
が
市
場
と
直
結
す
る
問
題
と
考
え
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま

る
か
ら
。

ｅ

あ
る
ニ
ー
ズ
が
社
会
的
な
も
の
と
認
定
さ
れ
る
の
は
、
個
人
的
な
ニ
ー
ズ
が
寄
り
集
ま
り
、
多
く
の
人
の
ニ
ー
ズ
と
み
な
さ
れ
た
と
き
で
あ

る
か
ら
。
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問
8

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

15

ａ

従
来
、「
母
親
」に
押
し
付
け
ら
れ
て
き
た
命
や
く
ら
し
を
さ
さ
え
る
営
み
を
、
全
体
主
義
的
に
組
み
か
え
て
い
く
こ
と
が
、
今
の
我
々
に
課

せ
ら
れ
た
課
題
で
あ
る
。

ｂ

近
代
資
本
主
義
社
会
は
、
命
や
く
ら
し
を
さ
さ
え
る
営
み
を
政
府
に
任
せ
、
市
場
取
引
さ
れ
得
る
自
ら
の
欲
望
の
充
足
を
皆
が
追
い
も
と
め

た
社
会
だ
っ
た
と
い
え
る
。

ｃ

近
代
社
会
に
お
け
る
消
費
は
多
か
れ
少
な
か
れ
す
べ
て
誰
か
に
見
せ
び
ら
か
し
他
人
に
模
倣
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
た
め
、
永
遠
に
充

足
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。

ｄ

近
代
社
会
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
ニ
ー
ズ
は
市
場
経
済
で
取
引
可
能
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
人
び
と
は
欲
望
を
充
足
す
る
こ
と
に
振
り

回
さ
れ
が
ち
と
な
る
。

ｅ

縮
減
の
世
紀
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
欲
望
と
必
要
の
関
係
を
読
み
解
き
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
新
し
い
時
代
の
家
族
の
姿
を
占
い
創
造
し
て

い
く
こ
と
で
あ
る
。
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�
次
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

消
費
社
会
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
、「
現
代
の
疎
外
」と
呼
ぶ
べ
き
事
態
が
た
し
か
に
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
―
―
映
画
に
描
か
れ
て
い
る
ほ
ど

に
陳�

腐�

で�

過�

激�

に
な
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
―
―
こ
の
疎
外
の
奥
に
は
何
か
強
烈
な
情
念
が
あ
る
。

一�

般�

に�

疎
外
と
は
、
人
間
が
本
来
の
姿
を
喪
失
し
た
非
人
間
的
状
態
の
こ
と
を
指
す
。
か
つ
て
は「
労
働
者
の
疎
外
」が
大
い
に
語
ら
れ
た
。
労
働
者

は
、
資
本
家
か
ら
劣
悪
な
労
働
条
件
・
労
働
環
境
を
強
制
さ
れ
、
人
間
と
し
て
の
本
来
の
姿
を
失
っ
て
い
る
と
さ
れ
た
。
た
と
え
ば＊
1マ

ル
ク
ス
の『
資

本
論
』を
読
む
と
、
い
ま
で
は
信
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
労
働
条
件
で
働
く
者
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
れ
に
対
しＡ
消
費
社
会
に
お
け
る
疎
外
は
、
か
つ
て
の
労
働
者
の
疎
外
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
消
費
社
会
に
お
け
る
疎
外
と

は
、
だ�

れ�

か�

が�

だ�

れ�

か�

に�

よ�

っ�

て�

虐�

げ�

ら�

れ�

て�

い�

る�

こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
消
費
社
会
に
お
け
る
疎
外
さ
れ
た
人
間
は
、
自�

分�

で�

自�

分�

の�

こ�

と�

を�

疎�

外�

し�

て�

い�

る�

の
で
あ
る
。＊
2ボ

ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。「〔
消
費
社
会
に
お
け
る
〕疎
外
さ
れ
た
人
間
と
は
、
衰
弱
し
貧
し
く

な
っ
た
が
本
質
ま
で
は
犯
さ
れ
て
い
な
い
人
間
で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
対
す
る
悪
と
な
り
敵
に
変
え
ら
れ
た
人
間
だ
」。

な
ぜ
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
？

そ
れ
は
終
わ
り
な
き
消
費
の
ゲ
ー
ム
を
続
け
て
い
る
の
が
消
費
者
自
身
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
あ
る
意

あ
お

味
で
消
費
者
は
消
費
を
強
制
さ
れ
て
い
る
。
広
告
で
煽
ら
れ
、
消
費
の
ゲ
ー
ム
に
参
入
す
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
資
本
家
が

金
に
も
の
を
言
わ
せ
て
労
働
者
に
劣
悪
な
条
件
で
働
か
せ
る
場
合
の
強
制
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
消
費
者
は
自
分
で
自
分
た
ち
を
追
い
詰
め
る
サ
イ
ク

む
し
ば

ル
を
必�

死�

で�

回�

し�

続�

け�

て�

い�

る�

。
人
間
が
だ
れ
か
に
蝕
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
人
間
が
自
分
で
自
分
を
蝕
む
の
が
消
費
社
会
に
お
け
る
疎
外
で
あ
る
の

だ
。た

だ
し
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
疎
外
を
た
だ
疎
外
と
名
指
す
だ
け
で
は
重
大
な
過
ち
を
犯
す
こ
と
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

「
疎
外
」は
か
つ
て「
労
働
者
の
疎
外
」と
し
て
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
あ
る
と
き
か
ら
、
む
し
ろ

Ⅰ

に
遠
ざ
け
ら
れ
る
概
念
に

な
っ
て
し
ま
っ
た
。
な
ぜ
そ
う
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
こ
の
概
念
が
ど
う
も
危
険
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。Ｂ
ど

う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
？
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疎
外
さ
れ
た
状
態
は
人
に「
何
か
違
う
」「
人
間
は
こ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
べ
き
で
は
な
い
」と
い
う
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
る
。
こ�

こ�

ま�

で�

は�

よ�

い�

。

と
こ
ろ
が
こ
こ
か
ら
人
は
、「
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
人
間
は
そ�

も�

そ�

も�

は�

こ
う
で
な
か
っ
た
か
ら
だ
」と
か「
人
間
は
本�

来�

は�

こ
れ
こ
れ
で
あ
っ
た
は
ず

だ
」な
ど
と
考
え
始
め
る
。

つ
ま
り
、「
疎
外
」と
い
う
語
は
、「
そ
も
そ
も
の
姿
」「
戻
っ
て
い
く
べ
き
姿
」、
要
す
る
に「
本
来
の
姿
」と
い
う
も
の
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
こ
れ
ら

を
、
本
来
性
と
か〈
本
来
的
な
も
の
〉と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。「
疎
外
」と
い
う
言
葉
は
人
に
、
本
来
性
や〈
本
来
的
な
も
の
〉を
思
い
起
こ
さ
せ
る
可
能

性
が
あ
る
。

〈
本
来
的
な
も
の
〉は
大
変
危
険
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
強
制
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
何
か
が〈
本
来
的
な
も
の
〉と
決
定
さ
れ
て
し
ま

う
と
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
に
対
し
て
そ
の「
本
来
的
」な
姿
が
強
制
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
本
来
性
の
概
念
は
人
か
ら
自
由
を
奪
う
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。〈
本
来
的
な
も
の
〉が
強
制
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
か
ら
外
れ
る
人
は
排
除
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
何
か

に
よ
っ
て
人
間
の「
本
来
の
姿
」が
決
定
さ
れ
た
な
ら
、
人
々
に
は
そ
れ
が
強
制
さ
れ
、
ど
う
し
て
も
そ
こ
に
入
れ
な
い
人
間
は
、
人
間
に
あ
ら
ざ
る
者

と
し
て
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
と
え
ば
、「
健
康
に
働
け
る
こ
と
が
人
間
の
本
来
の
姿
だ
」と
い
う
本
来
性
の
イ
メ
ー
ジ
が
受
け
入
れ
ら
れ
た
な
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
か
ら「
健

康
」を
享
受
で
き
な
い
人
間
は
非
人
間
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ほ
ど

あ

こ
と
は
な
い
。

本
来
性
あ
る
い
は〈
本
来
的
な
も
の
〉は
強
制
と
排
除
に
至
る
他
な
い
。
そ
し
て
、
疎
外
が
盛
ん
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
頃
、
あ
る
と
き
か
ら
人
々
は
、

「
疎
外
」の
概
念
が「
本
来
性
」の
概
念
と
切
り
離
し
が
た
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
故
に
、「
疎
外
」は
危
険
視
さ
れ
た
。
そ
し

て
用
い
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

以
上
が
、「
疎
外
」と「
本
来
性
」を
巡
る
諸
問
題
の
大
ま
か
な
歴
史
で
あ
る
。「
本
来
性
」の
問
題
点
は
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
そ
し
て「
疎
外
」は
あ
る

と
き
か
ら
そ
の
共
犯
者
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ⅰ

。

だ
が
、
こ
の
歴
史
を
踏
ま
え
た
う
え
で
本
書
は
次
の
よ
う
に
問
い
た
い
の
だ
。
た
し
か
に
本
来
性
の
概
念
に
は
大
い
な
る
問
題
が
あ
る
。
し
か
し
、

だ
か
ら
と
い
っ
てＣ
疎
外
の
概
念
ま
で
を
も
一
緒
に
投
げ
捨
て
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
？

疎
外
が
本
来
性
と
共
犯
関
係
に
あ
る
こ
と
は
本
当
に
間
違
い
の
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み
い
だ

な
い
事
実
な
の
だ
ろ
う
か
？

も
し
か
し
た
ら
、
そ
の
共
犯
関
係
を
見
出
し
た
と
き
、
論
者
た
ち
は
何
か
大
雑
把
な
議
論
に
甘
ん
じ
て
い
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
？

一
緒
に
す
べ
き
で
な
い
も
の
を
一
緒
に
し
て
論
じ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

消
費
社
会
が

Ⅱ

に
作
り
出
す
満�

た�

さ�

れ�

な�

さ�

の
な
か
で
退
屈
を
感
じ
て
い
る
人
間
は
、「
こ
れ
は
何
か
違
う
」「
こ
う
い
う
状
態
に
あ
る
べ

き
で
は
な
い
」と
感
じ
る
。
つ
ま
り
、「
疎
外
」と
い
う
言
葉
は
口
に
し
な
く
て
も
、
人
は
疎
外
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
な
ぜ
そ
れ
を
疎
外
と

名
指
し
て
論
じ
て
は
い
け
な
い
の
だ
ろ
う
か
？

い
や
、
む
し
ろ
こ
う
言
う
べ
き
だ
。
疎
外
と
い
う
概
念
を
遠
ざ
け
て
し
ま
っ
た
な
ら
、
こ
の
事
態
を
ど
う
扱
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？

扱

え
な
い
の
で
は
な
い
か
？

つ
ま
り
、
思
想
や
哲
学
が
疎
外
と
い
う
概
念
を
忌
避
し
始
め
た
と
き
に
起
こ
っ
た
こ
と
と
は
、
疎�

外�

は�

も�

う�

扱�

わ�

な�

い�

と

い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
？

要
す
る
に
疎
外
概
念
に
本
来
性
概
念
と
の
共
犯
関
係
を
見
出
し
、
い
い
気
に
な
っ
て
こ
れ
を
糾
弾
し
始
め
た
思

想
・
哲
学
は
、
た
だ
単
に
、
疎�

外�

と�

い�

う�

現�

実�

か�

ら�

目�

を�

背�

け�

て�

い�

た�

だ�

け�

だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
？

も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
生
ま
れ
て
い
た
の
は
、
単
な
る
現
状
追
認
の
思
想
・
哲
学
で
あ
る
。

そ
し
て
実
際
、
疎
外
の
概
念
を
投
げ
捨
て
た
思
想
・
哲
学
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

あ
る
悲
惨
な
状
況
の
な
か
で
人
が「
こ
れ
は
何
か
違
う
」「
こ
う
い
う
状
態
に
あ
る
べ
き
で
は
な
い
」と
感
じ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
感
じ

ら
れ
た
な
ら
そ
の
原
因
を
究
明
し
、
そ
れ
を
改
善
す
る
よ
う
試
み
る
べ
き
で
あ
る
。
疎
外
の
概
念
は
そ
れ
を
可
能
に
す
る
。

な
ら
ば
、
問
題
は
疎
外
の
概
念
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
疎
外
状
況
に
対
す
る
処
方
箋
と
し
て
、
後�

か�

ら�

本�

来�

性�

の�

概�

念�

が�

提�

示�

さ�

れ�

て�

し�

ま�

う�

こ
と

に
あ
る
の
だ
。
疎
外
さ
れ
た
者
に
対
し
、
そ
の
者
の「
本
来
の
姿
」を
提
示
し
て
し
ま
う
、
こ
の
救
済
策
の
方
に
問
題
が
あ
る
の
だ
。

本
来
性
の
概
念
と
と
も
に
疎
外
の
概
念
ま
で
投
げ
捨
て
る
と
い
う
の
は
、

ⅱ

投
げ
捨
て
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
だ
。

退
屈
、
と
り
わ
け
現
代
の
退
屈
は
、
疎
外
と
呼
ば
れ
る
べ
き
様
相
を
呈
し
て
い
る
。
な
ら
ば
積
極
的
に
こ
の
概
念
に
つ
い
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

疎
外
と
い
う
概
念
を
忌
避
し
続
け
る
こ
と
は
、
こ
の
現
実
か
ら
目
を
背
け
続
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

（
國
分
功
一
郎『
暇
と
退
屈
の
倫
理
学
』に
よ
る
。
出
題
の
都
合
上
、
一
部
中
略
し
た
箇
所
が
あ
る
）
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（
注
）
＊
1マ

ル
ク
ス
―
―
ド
イ
ツ
出
身
の
哲
学
者
・
経
済
学
者（
一
八
一
八
〜
一
八
八
三
）。
本
来
自
己
実
現
の
手
段
で
あ
る
は
ず
の
労
働
が
、
労
働

者
が
資
本
主
義
の
シ
ス
テ
ム
に
組
み
込
ま
れ
苦
役
と
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
を「
労
働
疎
外
」（
労
働
者
の
疎
外
）と
呼
ん
だ
。

＊
2ボ

ー
ド
リ
ヤ
ー
ル
―
―
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者（
一
九
二
九
〜
二
〇
〇
七
）。

問
1

傍
線
部
Ａ「
消
費
社
会
に
お
け
る
疎
外
は
、
か
つ
て
の
労
働
者
の
疎
外
と
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
」と
あ
る
が
、「
か
つ
て
の
労
働
者
の
疎

外
」と「
消
費
社
会
に
お
け
る
疎
外
」と
の
違
い
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

16

ａ
「
労
働
者
の
疎
外
」は
人
間
の
本
来
の
姿
を
失
っ
て
い
る
状
態
を
い
う
が
、「
消
費
社
会
に
お
け
る
疎
外
」は
消
費
を
強
制
さ
れ
る
も
の
の
人
間

性
は
失
っ
て
い
な
い
状
態
を
い
う
。

ｂ
「
労
働
者
の
疎
外
」は
人
間
が
本
来
の
姿
を
喪
失
し
た
非
人
間
的
状
態
を
い
う
が
、「
消
費
社
会
に
お
け
る
疎
外
」は
人
間
が
本
来
の
姿
ま
で
は

喪
失
し
て
い
な
い
状
態
を
い
う
。

ｃ
「
労
働
者
の
疎
外
」は
人
間
が
他
者
か
ら
強
制
さ
れ
蝕
ま
れ
て
い
る
状
態
を
い
う
が
、「
消
費
社
会
に
お
け
る
疎
外
」は
人
間
が
一
切
強
制
さ
れ

て
い
な
い
の
に
蝕
ま
れ
て
い
る
状
態
を
い
う
。

ｄ
「
労
働
者
の
疎
外
」は
人
間
が
非
人
間
的
な
状
態
を
強
い
ら
れ
る
状
態
を
い
う
が
、「
消
費
社
会
に
お
け
る
疎
外
」は
人
間
自
ら
が
非
人
間
的
な

状
態
を
選
択
し
て
い
る
状
態
を
い
う
。

ｅ
「
労
働
者
の
疎
外
」は
人
間
が
強
制
的
に
労
働
者
に
さ
れ
て
い
る
状
態
を
い
う
が
、「
消
費
社
会
に
お
け
る
疎
外
」は
人
間
が
自
分
か
ら
消
費
者

に
な
っ
て
い
る
状
態
を
い
う
。
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問
2

空
欄

Ⅰ

・

Ⅱ

に
入
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

17
ａ

Ⅰ

積
極
的

Ⅱ

戦
略
的

ｂ

Ⅰ

日
常
的

Ⅱ

恒
常
的

ｃ

Ⅰ

学
問
的

Ⅱ

経
済
的

ｄ

Ⅰ

歴
史
的

Ⅱ

必
然
的

ｅ

Ⅰ

社
会
的

Ⅱ

示
唆
的
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問
3

傍
線
部
Ｂ「
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
？
」と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な

も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

18

ａ
「
疎
外
」と
い
う
言
葉
は
本
来
性
や〈
本
来
的
な
も
の
〉を
強
制
的
に
思
い
起
こ
さ
せ
る
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
。

ｂ
「
疎
外
」と
い
う
言
葉
は
疎
外
さ
れ
た
状
況
に
あ
る
人
に「
何
か
違
う
」と
い
う
気
持
ち
を
起
こ
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う

こ
と
。

ｃ
「
疎
外
」と
い
う
言
葉
は
強
制
と
排
除
に
至
る
他
な
い
本
来
性
の
概
念
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
。

ｄ
「
疎
外
」と
い
う
言
葉
は
人
か
ら
自
由
を
奪
っ
た
り
人
を
排
除
し
た
り
す
る
概
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
。

い
ん
ぺ
い

ｅ
「
疎
外
」と
い
う
言
葉
は
本
来
性
や〈
本
来
的
な
も
の
〉と
結
び
つ
い
て
疎
外
の
状
態
を
隠
蔽
す
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
。

問
4

空
欄

あ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

19

ａ

い
じ
ま
し
い

ｂ

お
ぞ
ま
し
い

ｃ

か
し
ま
し
い

ｄ

も
の
が
ま
し
い

ｅ

へ
だ
て
が
ま
し
い
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問
5

空
欄

ⅰ

・

ⅱ

に
入
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ

い
。
ⅰ

20

・
ⅱ

21

ⅰ

ａ

こ
こ
で
、
本
来
性
と
い
う
概
念
の
危
険
性
に
目
が
向
け
ら
れ
た
の
だ

ｂ

あ
た
か
も
、
犯
罪
者
と
法
の
擁
護
者
が
同
一
視
さ
れ
た
か
の
よ
う
だ

ｃ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
疎
外
の
み
が
糾
弾
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ

ｄ

そ
し
て
、
い
わ
ば
同
時
に
逮
捕
さ
れ
、
罰
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る

ｅ

さ
ら
に
、
そ
の
脱
法
行
為
は
黙
認
さ
れ
放
置
さ
れ
た
ま
ま
な
の
だ

ⅱ

ａ

診
断
結
果
が
正
し
い
か
ど
う
か
も
わ
か
ら
な
い
の
に
、
診
断
方
法
を

ｂ

処
方
し
た
薬
を
間
違
え
て
い
た
が
た
め
に
、
診
断
結
果
の
カ
ル
テ
ま
で

ｃ

病
が
回
復
し
な
い
の
な
ら
、
診
断
内
容
を
検
証
す
る
と
い
う
常
道
を

ｄ

診
断
上
の
ミ
ス
の
責
任
を
取
り
、
医
師
と
い
う
重
要
な
立
場
さ
え

ｅ

あ
ま
り
に
重
大
な
診
断
結
果
を
前
に
し
て
、
確
立
さ
れ
た
治
療
方
法
す
ら
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問
6

傍
線
部
Ｃ「
疎
外
の
概
念
ま
で
を
も
一
緒
に
投
げ
捨
て
る
べ
き
だ
っ
た
の
か
？
」と
あ
る
が
、
疎
外
の
概
念
を
投
げ
捨
て
た
結
果
ど
う
な
っ
た
の

か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

22

ａ

消
費
社
会
に
お
け
る
疎
外
の
状
況
か
ら
目
を
背
け
、
消
費
社
会
を
肯
定
す
る
哲
学
・
思
想
が
主
流
に
な
っ
た
。

ｂ

消
費
社
会
に
退
屈
し
て
い
た
消
費
者
た
ち
が
あ
る
べ
き
本
来
の
社
会
を
求
め
て
立
ち
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ｃ

疎
外
状
況
に
対
す
る
処
方
箋
と
し
て
提
示
さ
れ
た
本
来
性
の
概
念
が
論
者
か
ら
忌
避
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ｄ

消
費
社
会
か
ら
疎
外
の
状
況
が
消
え
、
消
費
者
た
ち
は
こ
の
消
費
社
会
に
退
屈
を
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

ｅ

疎
外
概
念
を
糾
弾
し
始
め
た
思
想
・
哲
学
が
、
そ
れ
に
代
わ
る
本
来
性
の
概
念
を
提
示
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

問
7

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

23

ａ
「
疎
外
」の
概
念
と「
本
来
性
」の
概
念
と
の
共
犯
関
係
を
糾
弾
し
て
、
疎
外
の
な
い
社
会
に
目
を
転
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｂ

消
費
者
た
ち
が
消
費
社
会
に
退
屈
し
た
り
し
な
い
よ
う
に
、
終
わ
り
な
き
消
費
の
ゲ
ー
ム
を
彼
ら
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｃ

哲
学
・
思
想
は
、
疎
外
と
呼
ば
れ
る
様
相
を
呈
す
る
消
費
社
会
は
本
来
ど
う
あ
る
べ
き
な
の
か
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｄ

消
費
社
会
に
お
け
る
退
屈
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
哲
学
・
思
想
は「
疎
外
」に
代
わ
る
概
念
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｅ

消
費
社
会
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
疎
外
の
状
況
を
正
視
す
る
た
め
に
は
、「
疎
外
」の
概
念
を
呼
び
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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4 解答は，解答用紙の解答欄にマークしなさい。マークはHB・Bの鉛筆（シャー

プペンシル可）で濃くマークしなさい。解答用紙を折ったり曲げたりしてはならな

い。

例えば 2 と表示のある問に対してｃと解答する場合は，次の（例）のよう

にマークシートの2の解答欄のｃにマークしなさい。

指定欄以外へマークした場合は解答が読み取れなくなる場合があるため，記入し

ないこと。訂正は，消しゴムできれいに消すこと。

解答
番号

解答欄
ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

1 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

2 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

良い例 悪い例

（例） （マークの仕方）

5 試験終了後には，問題冊子の上に解答用紙を裏返して置きなさい。解答用紙の回

収後は監督者の指示に従うこと。

6 問題冊子は持ち帰ること。

注 意 事 項 続 き


