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１
．
問
題
は
Ⅰ
か
ら
Ⅱ
ま
で
あ
り
、
８
ペ
ー
ジ
ま
で
印
刷
し
て
あ
り
ま
す
。 

２
．
解
答
は
、
す
べ
て
別
紙
の
解
答
用
紙
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

３
．
問
題
の
都
合
上
、
本
文
を
改
め
た
部
分
が
あ
り
ま
す
。 

札
幌
大
谷
大
学
社
会
学
部
地
域
社
会
学
科 
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Ⅰ 
次
の
［ 

ⅰ 

］
［ 

ⅱ 

］
の
文
章
は
太
田
肇
「
な
ぜ
日
本
社
会
は
こ
れ
ほ
ど
窮
屈
な
の
か
」（『
同
調
圧
力
の
正
体
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
、
二
○
二
一
年
）
の
一
部
で

あ
る
。
二
つ
の
文
章
を
読
み
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
（
設
問
の
都
合
で
原
文
を
一
部
省
略
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
）。 

 

［ 

ⅰ 

］ 
集
団
（
組
織
を
含
む
）
は
大
き
く
二
種
類
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
家
族
や
ム
ラ
の
よ
う
に
自
然
発
生
的
で
情
に
よ
っ
て
つ
な
が
る
集
団
で
あ

り
、
「
基
礎
集
団
」
と
呼
ば
れ
る
。
も
う
一
つ
は
特
定
の
目
的
を
追
求
す
る
た
め
に
つ
く
ら
れ
た
集
団
で
あ
り
、「
目
的
集
団
」
と
呼
ば
れ
る
。（
中
略
）
大
ま
か
に
い
え

ば
、
こ
こ
で
い
う
基
礎
集
団
は
「
共
同
体
」
、
目
的
集
団
は
「
組
織
」
に
相
当
す
る
。 

こ
の
分
類
に
従
う
な
ら
、
企
業
は
も
ち
ろ
ん
、
学
校
や
Ｐ
Ｔ
Ａ
、
そ
れ
に
政
党
や
競
技
団
体
な
ど
は
い
ず
れ
も
具
体
的
な
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
設
け
ら
れ
た
も
の

だ
か
ら
、
組
織(

目
的
集
団)
で
あ
る
は
ず
だ
。 

と
こ
ろ
が
日
本
で
は
、
典
型
的
な
組
織
で
あ
る
は
ず
の
企
業
で
さ
え
共
同
体
の
よ
う
な
性
質
を
併
せ
持
っ
て
い
る
。
正
社
員
に
な
れ
ば
会
社
の
一
員
と
し
て
身
分
が
保

障
さ
れ
、
終
身
①

コ
ヨ
ウ
制
と
年
功
序
列
制
の
も
と
で
は
ま
じ
め
に
働
い
て
い
れ
ば
給
与
と
職
位
が
ほ
ぼ
自
動
的
に
上
が
り
続
け
る
。
ま
た
独
身
寮
や
社
宅
、
各
種
手
当
、

年
金
な
ど
手
厚
い
福
利
厚
生
に
よ
っ
て
家
族
と
も
ど
も
安
定
し
た
生
活
を
送
る
こ
と
が
で
き
た
。  

制
度
だ
け
で
は
な
い
。
少
し
前
ま
で
は
社
員
の
結
婚
や
家
族
の
葬
式
と
い
っ
た
私
的
な
イ
ベ
ン
ト
ま
で
、
同
僚
社
員
が
手
伝
う
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
。
中
小
企
業
に

な
る
と
会
社
へ
の
②

チ
ュ
ウ
セ
イ
と
献
身
を
求
め
る
い
っ
ぽ
う
で
、
社
員
を
し
ば
し
ば
自
宅
に
呼
ん
で
食
事
を
振
る
舞
う
な
ど
、
ま
る
で
家
族
の
よ
う
に
扱
う
経
営
者
も

少
な
く
な
か
っ
た
。 

要
す
る
に
正
社
員
に
な
れ
ば
会
社
の
一
員
と
し
て
全
人
格
的
に
取
り
込
ま
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
コ
ヨ
ウ
形
態
が
「
（
注
１
）

メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
」
と
称
さ
れ

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。 

学
校
で
も
子
ど
も
た
ち
は
常
に
集
団
で
行
動
す
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
、
休
み
時
間
ま
で
み
ん
な
一
緒
に
一
輪
車
に
乗
っ
た
り
、
縄
跳
び
を
し
た
り
す
る
よ
う
③

促
さ
れ

る
。
そ
し
て
授
業
だ
け
で
な
く
ク
ラ
ブ
活
動
や
④

ソ
ウ
ジ
、
給
食
な
ど
も
教
育
の
一
環
と
位
置
づ
け
ら
れ
、
子
ど
も
の
家
庭
環
境
に
応
じ
た
ケ
ア
を
す
る
な
ど
生
活
面
に

ま
で
学
校
が
深
く
関
わ
っ
て
き
た
。 

会
社
や
学
校
以
外
の
組
織
に
も
同
じ
よ
う
な
特
徴
が
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
Ｐ
Ｔ
Ａ
（Parent

-
Teache

r Association

）
は
そ
の
名
の
と
お
り
本
来
は
ア
ソ
シ
エ
ー

シ
ョ
ン
、
す
な
わ
ち
目
的
集
団
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
実
際
に
は
各
種
の
⑤

親
睦
行
事
を
催
し
た
り
、
集
ま
っ
て
一
緒
に
活
動
す
る
こ
と
に
価
値
を
お
い
た
り
す
る
傾
向
が

み
ら
れ
る
。 

（
中
略
） 

そ
の
ほ
か
に
も
本
来
は
組
織
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
は
共
同
体
と
し
て
の
特
徴
を
備
え
た
「
疑
似
共
同
体
」
が
た
く
さ
ん
存
在
す
る
。
日
本
で
は
一
般
論

と
し
て
、
「
組
織
が
共
同
体
化
す
る
」
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。 

 

［ 

ⅱ 

］ 
[ 

ⅰ 
]

で
述
べ
た
よ
う
に
、
Ａ

日
本
の
組
織
は
共
同
体
化
し
や
す
い
。
共
同
体
化
し
た
組
織
を
私
は
「
共
同
体
型
組
織
」
と
呼
ん
で
い
る
。
共
同
体
型

組
織
は
一
見
す
る
と
メ
ン
バ
ー
に
と
っ
て
や
さ
し
い
。
典
型
的
な
官
僚
制
組
織
の
よ
う
に
い
き
な
り
ル
ー
ル
を
【 

 

ａ 
 

】
に
と
っ
て
強
制
し
た
り
、
取
り
締
ま
っ
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た
り
し
な
い
。
と
き
に
は
ル
ー
ル
に
違
反
し
て
も
見
逃
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。 

コ
ロ
ナ
禍
の
も
と
に
お
け
る
国
や
自
治
体
の
対
応
に
も
、
そ
の
よ
う
な
姿
勢
が
あ
ら
わ
れ
て
い
た
。
二
〇
二
〇
年
の
春
か
ら
夏
に
か
け
て
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
が
世

界
に
蔓
延
し
、
感
染
者
が
急
増
し
た
と
き
、
欧
米
な
ど
海
外
の
国
々
は
次
々
と
ロ
ッ
ク
ダ
ウ
ン
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
し
て
、
外
出
制
限
に
違
反
し
た
者
に
は
罰
金
を

【 
 

ｂ 
 

】
す
な
ど
強
硬
な
措
置
を
と
っ
た
。 

Ｂ

そ
れ
に
対
し
日
本
で
は
、
緊
急
事
態
宣
言
を
出
し
た
際
に
も
欧
米
の
よ
う
な
強
制
で
は
な
く
、
店
舖
に
は
営
業
の
自
粛
を
、
国
民
に
は
い
わ
ゆ
る
「
三
密
」
を
避
け

る
こ
と
を
要
請
す
る
な
ど
、「
お
願
い
」
ベ
ー
ス
で
対
処
し
た
。（
中
略
） 

し
か
し
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
一
面
に
過
ぎ
な
い
。
裏
側
に
は
組
織
と
し
て
の
ル
ー
ル
や
権
限
が
厳
然
と
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
い
け
な
い
。
か
り
に
ル

ー
ル
や
権
限
が
存
在
し
な
く
て
も
、
ソ
フ
ト
路
線
が
行
き
詰
ま
っ
た
と
き
に
ル
ー
ル
を
つ
く
れ
ば
よ
い
。
つ
ま
り
、
い
ざ
と
な
れ
ば
【 

 

ｃ 
 

】
面
の
顔
が
あ
ら
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
て
い
う
な
ら
「
衣
」
の
下
に
「
鎧
」
を
ま
と
っ
て
い
る
よ
う
な
も
の
だ
。 

だ
っ
た
ら
、
な
ぜ
最
初
か
ら
規
則
を
前
面
に
出
さ
な
い
の
か
？ 

そ
の
理
由
と
し
て
ま
ず
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
容
易
に
想
像
で
き
る
よ
う
に
強
制
力
を
行
使
し
な
い
ほ
う
が
相
手
の
反
発
が
小
さ
い
こ
と
だ
。
訴
訟
の
リ
ス
ク
も
免
れ
る
。

つ
ま
り
本
来
は
組
織
が
担
う
べ
き
責
任
を
共
同
体
の
自
助
努
力
（
当
然
な
が
ら
そ
こ
で
も
同
調
圧
力
が
働
く)

に
転
嫁
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
権
力
者
に
と

っ
て
は
、
可
能
な
か
ぎ
り
そ
の
行
使
を
控
え
た
ほ
う
が
得
だ
と
い
う
計
算
が
働
く
。 

し
か
し
、
も
っ
と
重
要
な
理
由
が
あ
る
。
注
目
し
た
い
の
は
リ
ー
ダ
ー
の
発
言
だ
。
職
場
で
上
司
が
部
下
に
、
学
校
で
教
師
が
生
徒
に
、
首
長
が
住
民
に
何
か
を
働
き

か
け
る
と
き
、
日
本
で
は
「
○
○
し
な
さ
い
」
と
い
う
命
令
調
で
は
な
く
、「
○
○
し
ま
し
ょ
う
」
と
い
っ
た
誘
い
の
形
が
と
ら
れ
る
。
そ
れ
は
自
分
と
相
手
を
あ
る
意

味
で
対
等
な
立
場
、
す
な
わ
ち
同
じ
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
だ
と
意
識
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
相
手
か
ら
い
っ
そ
う
大
き
な
貢
献
や
譲
歩
を
引
き
出
せ
る
か
ら
で
あ
る
。 

文
脈
は
や
や
異
な
る
が
、
コ
ン
フ
リ
ク
ト
（
争
い
）
へ
の
対
応
に
つ
い
て
、
組
織
学
者
の
Ｊ
・
Ｇ
・
マ
ー
チ
と
Ｈ
・
Ａ
・
サ
イ
モ
ン
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

少
々
難
解
な
の
で
、
か
み
砕
い
て
説
明
し
よ
う
。 

当
事
者
の
利
害
が
根
本
的
に
対
立
す
る
と
き
は
「
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
」（
取
引
）
や
「
政
治
的
工
作
」
の
方
法
が
、
い
っ
ぽ
う
根
っ
子
の
部
分
で
一
致
し
て
い
る
と
き
は

「
問
題
解
決
」
や
「
説
得
」
の
方
法
が
適
し
て
い
る
。
し
か
し
バ
ー
ゲ
ニ
ン
グ
や
政
治
的
工
作
の
方
法
を
と
れ
ば
、
双
方
の
利
害
が
対
立
し
て
い
る
と
認
め
て
し
ま
う
こ

と
に
な
る
。
そ
う
す
る
と
、
組
織
は
よ
り
有
利
な
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
法
を
用
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
組
織
は
た
い
て
い
の
場
合
、
根
本
的
に
は
利
害
が
一

致
し
て
い
る
と
み
な
し
て
問
題
解
決
や
説
得
の
方
法
を
と
ろ
う
と
す
る
。 

コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
生
じ
て
い
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
運
命
共
同
体
で
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
双
方
の
利
害
が
一
致
し
て
い
る
こ
と
を
持
ち
出
す
の
は
た
い

て
い
組
織
の
側
、
あ
る
い
は
管
理
職
、
教
師
、
親
と
い
っ
た
上
位
者
の
側
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
従
業
員
、
生
徒
、
子
か
ら
自
発
的
な
服
従
と
超
過
的
な
貢
献
を
引
き

出
せ
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
親
と
子
の
意
見
が
対
立
し
た
と
き
「
家
族
な
の
で
譲
り
合
お
う
」
と
説
得
す
る
の
は
た
い
て
い
親
の
ほ
う
で
、「
価
値
観
が

違
う
か
ら
放
っ
て
お
い
て
」
と
い
う
の
は
子
の
ほ
う
だ
。 

こ
の
よ
う
に
利
害
を
共
有
す
る
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
だ
と
い
う
建
前
を
と
る
こ
と
で
、
組
織
は
超
過
的
な
貢
献
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
中
略
） 
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
へ
の
対
応
に
し
て
も
、
政
府
は
当
初
か
ら
飲
食
店
な
ど
に
は
営
業
禁
止
な
ど
の
強
制
措
置
を
と
ら
ず
、
強
制
力
の
な
い
休
業
要
請
と
い
う
手
段

で
臨
ん
だ
。
そ
の
た
め
休
業
補
償
と
い
う
形
で
は
な
く
、
協
力
金
の
支
払
い
で
す
ま
せ
ら
れ
た
。
ま
た
欧
米
に
比
べ
て
感
染
者
も
死
亡
者
も
少
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

地
方
の
知
事
が
「
う
ち
の
県
に
は
来
な
い
で
ほ
し
い
」
と
か
、「
帰
省
し
な
い
で
ほ
し
い
」「
不
要
不
急
の
外
出
は
慎
ん
で
」
と
県
内
外
の
人
に
呼
び
か
け
た
。
法
律
や
条

例
な
ら
と
て
も
そ
こ
ま
で
要
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
さ
ら
に
「
自
粛
し
て
く
だ
さ
い
」
で
は
な
く
、「
自
粛
し
ま
し
ょ
う
」
と
対
等
な
立
場
で
呼
び
か
け
た
の
も
、

同
じ
共
同
体
の
メ
ン
バ
ー
と
し
て
利
害
を
共
有
す
る
前
提
に
立
と
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
こ
で
つ
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
か
り
に
圧
力
が
通
用
し
な
か
っ
た
場
合
、
Ｃ

「
衣
」
の
下
か
ら
「
鎧
」

が
顔
を
出
す
。
そ
の
「
鎧
」
す
な
わ
ち
「
自
主
的
」
な
強
制
力
を
担
保
す
る
も
の
は
し
っ
か
り
と
用
意
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
共
同
体
意
識
に
う
っ
た
え
て
い
る
だ
け
で
は

な
い
の
だ
。 

（
中
略
） 

そ
う
し
た
Ｄ

「
柔
」
と
「
剛
」
二
段
構
え
の
政
策
が
顕
著
に
あ
ら
わ
れ
た
の
が
、
二
〇
二
〇
年
の
末
ご
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
第
三
波
で
あ
る
。 

い
わ
ゆ
る
「
自
粛
疲
れ
」
し
た
国
民
や
、
利
益
を
あ
げ
な
け
れ
ば
生
き
残
れ
な
い
飲
食
店
の
経
営
者
は
、
緊
急
事
態
宣
言
を
出
し
て
も
以
前
の
よ
う
に
自
粛
し
な
く
な

っ
た
。
そ
こ
で
政
府
は
方
針
を
転
換
し
て
特
別
措
置
法
と
感
染
症
法
を
改
正
し
、
正
当
な
理
由
な
く
営
業
時
間
短
縮
や
休
業
の
命
令
に
従
わ
な
い
店
舗
や
、
入
院
を
拒
む

感
染
者
に
は
過
料
と
い
う
罰
則
を
【 

 

ｂ 
 

】
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
た
。 

行
政
と
し
て
は
二
段
構
え
の
政
策
を
な
ん
と
し
て
も
維
持
し
た
い
。
そ
の
た
め
「
衣
」
を
破
ろ
う
と
す
る
者
に
は
「
鎧
」
が
あ
る
こ
と
を
み
せ
つ
け
る
必
要
が
あ
る
。 

二
度
目
の
緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ
た
直
後
の
二
○
二
一
年
三
月
、
飲
食
店
グ
ル
ー
プ
の
グ
ロ
ー
バ
ル
ダ
イ
ニ
ン
グ
が
時
短
命
令
を
出
し
た
東
京
都
を
相
手
に
起

こ
し
た
損
害
賠
償
請
求
の
訴
訟
は
、
そ
れ
を
強
く
印
象
づ
け
る
も
の
だ
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
飲
食
店
が
渋
々
営
業
を
自
粛
す
る
か
、「
違
反
」 

し
て
も
行
政
が
【 

 

ｄ 
 

】

こ
ぼ
し
で
き
る
程
度
に
と
ど
め
て
い
た
の
に
対
し
、
同
社
の
経
営
者
は
時
短
営
業
に
従
わ
な
い
こ
と
を
自
ら
公
表
し
、
自
粛
依
存
の
政
策
を
真
っ
向
か
ら
批
判
し
た
。
店

舗
数
や
発
言
力
な
ど
か
ら
み
て
も
、
そ
の
社
会
的
影
響
力
は
無
視
で
き
な
い
ほ
ど
大
き
い
。
し
た
が
っ
て
行
政
の
立
場
か
ら
す
る
と
「
違
反
」
を
放
置
し
た
ら
自
粛
し
て

い
る
店
舗
に
示
し
が
つ
か
な
く
な
り
、
営
業
自
粛
の
要
請
と
い
う
手
段
が
使
え
な
く
な
る
恐
れ
が
あ
る
。
そ
の
た
め
同
社
に
対
し
て
は
、
時
短
命
令
と
い
う
厳
し
い
措
置

に
踏
み
切
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
と
推
察
さ
れ
る
。 

会
社
や
役
所
の
中
で
も
内
部
告
発
を
し
た
り
、
職
場
の
慣
行
を
公
然
と
無
視
し
た
り
す
る
者
に
対
し
て
と
り
わ
け
厳
し
い
態
度
を
と
る
の
は
、
そ
う
し
な
け
れ
ば
「
衣
」

に
当
た
る
部
分
、
す
な
わ
ち
共
同
体
の
同
調
圧
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
メ
リ
ッ
ト
を
失
い
か
ね
な
い
か
ら
だ
。 

要
す
る
に
、
共
同
体
の
圧
力
に
よ
る
自
発
的
な
協
力
要
請
と
、
公
式
組
織
の
力
に
よ
る
強
制
と
い
う
二
段
構
え
の
手
段
を
備
え
た
日
本
式
の
共
同
体
型
組
織
は
、
最
初

か
ら
強
制
に
頼
る
欧
米
式
の
組
織
に
比
べ
て
一
見
す
る
と
弱
腰
な
よ
う
だ
が
、
実
は
よ
り
強
力
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
組
織
は
、
な
ん
と
し
て
も
そ
の

体
制
を
守
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。 
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（
注
１
）
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型―

―

独
立
行
政
法
人
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
研
究
所
長
の
濱
口
桂
一
郎
が
日
本
型
コ
ヨ
ウ
シ
ス
テ
ム
の
特
徴
を
説
明
す
る
概
念
と
し

て
提
示
し
て
い
る
も
の
。
仕
事
を
き
ち
ん
と
決
め
て
お
い
て
そ
れ
に
人
を
当
て
は
め
る
欧
米
諸
国
に
対
し
て
、
人
を
中
心
に
し
て
管

理
が
行
わ
れ
、
人
と
仕
事
の
結
び
つ
き
は
で
き
る
だ
け
自
由
に
変
え
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
お
く
の
が
日
本
の
特
徴
だ
と
さ
れ
て
い

る
。
濱
口
は
前
者
を
「
ジ
ョ
ブ
型
」、
後
者
を
「
メ
ン
バ
ー
シ
ッ
プ
型
」
と
い
う
概
念
で
説
明
し
て
い
る
。 

  

問
一 

傍
線
部
①
～
⑤
の
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
て
記
し
な
さ
い
。 

 

問
二 

【 

ａ 

】
～
【 
ｄ 
】
に
最
適
な
言
葉
を
次
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
を
記
し
な
さ
い
（
同
一
記
号
の
反
復
使
用
不
可
）。 

  
 

ア 

科 
 

イ 

体 
 

ウ 
目 

 

エ 

器 
 

オ 

英 
 

カ 

盾 
 

キ 

強 

 

問
三 

傍
線
部
Ａ
「
日
本
の
組
織
は
共
同
体
化
し
や
す
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。［ 

ⅰ 

］
の
内
容
を
踏
ま
え
て
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
四 

傍
線
部
Ｂ
と
あ
る
が
、「
日
本
」
で
は
「
欧
米
の
よ
う
な
強
制
」
で
は
な
く
「「
お
願
い
」
ベ
ー
ス
で
対
処
し
た
」
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
６
５
字
以
内
で
二

つ
記
し
な
さ
い
。 

 

問
五 

傍
線
部
Ｃ
「
「
衣
」
の
下
か
ら
「
鎧
」
が
顔
を
出
す
」
と
あ
る
が
、
次
の
ア
～
オ
は
「
衣
」
と
「
鎧
」
の
ど
ち
ら
に
当
て
は
ま
る
か
。「
衣
」
の
場
合
に
は
ａ
を
、

「
鎧
」
の
場
合
に
は
ｂ
を
そ
れ
ぞ
れ
記
し
な
さ
い
。 

  
 

ア 

組
織
と
し
て
の
ル
ー
ル
や
権
限 

 
 

イ 

利
害
が
一
致
し
て
い
る
と
み
な
し
て
問
題
解
決
や
説
得
の
方
法
を
採
用
す
る 

 
 

ウ 

強
制
力
の
な
い
休
業
要
請
と
い
う
手
段 

 
 

エ 

過
料
と
い
う
罰
則 

 
 

オ 

時
短
命
令
と
い
う
厳
し
い
措
置 

 

問
六 

傍
線
部
Ｄ
「
「
柔
」
と
「
剛
」
二
段
構
え
の
政
策
」
の
内
容
を
説
明
し
て
い
る
４
０
字
の
箇
所
を
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
、
最
初
と
最
後
の
５
字
を
記
し
な
さ
い 

（
句
読
点
等
も
字
数
に
含
め
る
）
。 
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Ⅱ 
次
の
文
章
は
中
島
岳
志
「
利
他
は
ど
こ
か
ら
や
っ
て
く
る
の
か
」（『「
利
他
」
と
は
何
か
』
集
英
社
新
書
、
二
○
二
一
年
）
の
一
部
で
あ
る
。
本
文
を
読
み
、
後
の

問
い
に
答
え
な
さ
い
（
設
問
の
都
合
で
原
文
を
一
部
省
略
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
）。 

 

志
賀
直
哉
の
「
小
僧
の
神
様
」
と
い
う
小
説
を
読
ん
だ
こ
と
は
あ
り
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
小
説
の
テ
ー
マ
は
利
他
と
い
う
問
題
と
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
発
表

は
、
日
本
が
ス
ペ
イ
ン
風
邪
第
二
波
に
直
面
し
て
い
た
一
九
二
〇
年
一
月
。
一
〇
〇
年
前
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の
さ
な
か
に
、
志
賀
直
哉
は
利
他
の
問
題
を
考
え
て
い
た
の

で
す
。 

こ
の
作
品
で
は
、
秤
屋

は
か
り
や

さ
ん
で
働
い
て
い
る
小
僧
の
仙
吉
が
、
お
使
い
の
帰
り
道
で
寿
司

す

し

の
屋
台
を
目
に
し
、
ど
う
し
て
も
寿
司
を
食
べ
た
い
と
い
う
、
抑
え
が
た
い

①

シ
ョ
ウ
ド
ウ
に
か
ら
れ
ま
す
。
勇
気
を
②

奮
っ
て
、
屋
台
に
入
り
、
目
の
前
の
台
に
置
か
れ
て
い
る
マ
グ
ロ
の
寿
司
を
食
べ
よ
う
と
、
Ⅰ

慣
れ
た
ふ
う
な
手
つ
き
で
ふ
っ

と
つ
か
み
ま
す
。
し
か
し
、
つ
か
ん
だ
瞬
間
に
主
人
か
ら
「
一
つ
六
銭
だ
よ
」
と
言
わ
れ
る
。
ポ
ケ
ッ
ト
に
は
四
銭
し
か
入
っ
て
い
ま
せ
ん
。
仙
吉
は
、
つ
か
ん
だ
マ
グ

ロ
の
寿
司
を
ま
た
台
の
上
に
か
え
し
、
す
ぐ
に
屋
台
を
出
て
い
っ
た
の
で
す
。 

そ
の
状
況
を
ち
ょ
う
ど
屋
台
で
見
て
い
た
の
が
、
若
い
貴
族
院
議
員
の
Ａ
で
す
。
Ａ
は
、
仙
吉
の
様
子
に
つ
い
て
、
別
の
日
に
友
人
の
Ｂ
と
こ
ん
な
会
話
を
し
ま
す
。 

 

「
何
だ
か
可
哀
想

か
わ
い
そ
う

だ
っ
た
。
ど
う
か
し
て
や
り
た
い
よ
う
な
気
が
し
た
よ
」
と
い
っ
た
。 

「
御
馳
走

ご

ち

そ

う

し
て
や
れ
ば
い
い
の
に
。
い
く
ら
で
も
、
食
え
る
だ
け
食
わ
せ
て
や
る
と
い
っ
た
ら
、
さ
ぞ
喜
ん
だ
ろ
う
」 

「
小
僧
は
喜
ん
だ
ろ
う
が
、
こ
っ
ち
が
冷
汗
も
の
だ
」 

「
冷
汗
？ 

つ
ま
り
勇
気
が
な
い
ん
だ
」 

「
勇
気
か
ど
う
か
知
ら
な
い
が
、
と
も
か
く
そ
う
い
う
勇
気
は
ち
ょ
っ
と
出
せ
な
い
。
直 す

ぐ
一
緒
に
出
て
他
所

よ

そ

で
御
馳
走
す
る
な
ら
、
ま
だ
や
れ
る
か
も
知
れ
な
い

が
」
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（『
小
僧
の
神
様
 
他
十
篇
』） 

 Ａ
は
、
こ
の
と
き
勇
気
が
出
ず
に
と
っ
さ
の
行
動
が
起
こ
せ
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
非
常
に
強
い
同
情
心
が
湧
き
、
ど
う
に
か
し
て
や
り
た
い
と
い
う
ふ
う
に
思
っ

た
、
と
い
う
こ
と
を
Ｂ
に
語
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。 

そ
し
て
後
日
、
Ａ
が
体
量
秤
を
求
め
て
秤
屋
に
行
っ
て
み
る
と
、
偶
然
、
小
僧
と
し
て
働
か
さ
れ
て
い
る
仙
吉
に
再
会
し
ま
す
。
仙
吉
の
ほ
う
は
Ａ
を
認
識
し
て
い
ま

せ
ん
が
、
Ａ
は
、
こ
の
あ
い
だ
奢 お

ご

っ
て
や
れ
な
か
っ
た
か
ら
今
日
は
ご
馳
走
し
て
や
ろ
う
、
と
考
え
ま
す
。 

秤
を
運
搬
用
の
台
車
に
載
せ
て
仙
吉
に
運
ば
せ
、
人
力
車
に
載
せ
か
え
た
と
こ
ろ
で
、
Ａ
は
「
お
前
も
御
苦
労
。
お
前
に
は
何
か
御
馳
走
し
て
あ
げ
た
い
か
ら
そ
の
辺
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ま
で
一
緒
に
お
い
で
」
と
言
っ
て
、
そ
こ
か
ら
少
し
離
れ
た
横
町
の
小
さ
な
寿
司
屋
に
つ
れ
て
行
き
ま
す
。 

寿
司
屋
の
前
で
仙
吉
を
待
た
せ
、
Ａ
は
ひ
と
り
で
お
店
に
入
っ
て
い
き
、
店
の
人
に
ポ
ン
と
金
を
渡
し
て
、
店
の
外
に
出
る
。
そ
し
て
仙
吉
に
、
私
は
先
に
帰
る
か
ら
、

こ
こ
で
寿
司
を
た
ら
ふ
く
食
べ
て
お
い
で
と
伝
え
ま
す
。
仙
吉
は
店
に
入
り
、
本
当
に
お
腹
い
っ
ぱ
い
、
三
人
前
の
寿
司
を
食
べ
て
、
そ
し
て
恥
ず
か
し
そ
う
に
店
の
人

に
礼
を
し
て
帰
り
ま
し
た
。 

こ
の
後
、
Ａ
は
こ
れ
で
あ
の
と
き
の
思
い
を
果
た
せ
て
ほ
っ
と
す
る
か
と
い
う
と
、
む
し
ろ
逆
の
気
持
ち
が
湧
き
上
が
っ
て
き
ま
す
。
名
前
が
仙
吉
に
ば
れ
な
い
よ
う

に
、
店
の
台
帳
に
は
③

ギ
メ
イ
を
書
き
込
み
、
議
員
と
し
て
施
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
Ⅱ

体
裁
も
整
え
た
の
に
で
す
。 

こ
こ
で
志
賀
直
哉
は
、
「
変
に
淋
し
い
気
持
」
と
Ａ
の
心
情
を
表
現
し
て
い
ま
す
。 

 

Ａ
は
変
に
淋
し
い
気
が
し
た
。
自
分
は
先
の
日
小
僧
の
気
の
毒
な
様
子
を
見
て
、
心
か
ら
同
情
し
た
。
そ
し
て
、
出
来
る
事
な
ら
、
こ
う
も
し
て
や
り
た
い
と
考

え
て
い
た
事
を
今
日
は
偶
然
の
機
会
か
ら
④

遂
行
出
来
た
の
で
あ
る
。
小
僧
も
満
足
し
、
自
分
も
満
足
し
て
い
い
は
ず
だ
。
人
を
喜
ば
す
事
は
悪
い
事
で
は
な
い
。

自
分
は
当
然
、
あ
る
喜
び
を
感
じ
て
い
い
わ
け
だ
。
と
こ
ろ
が
、
ど
う
だ
ろ
う
、
こ
の
変
に
淋
し
い
、
い
や
な
気
持
は
。
何
故

な

ぜ

だ
ろ
う
。
何
か
ら
来
る
の
だ
ろ
う
。

丁
度
そ
れ
は
人
知
れ
ず
悪
い
事
を
し
た
後
の
気
持
に
似
通
っ
て
い
る
。 

も
し
か
し
た
ら
、
自
分
の
し
た
事
が
善
事
だ
と
い
う
変
な
意
識
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
本
統
の
心
か
ら
批
判
さ
れ
、
裏
切
ら
れ
、
嘲
ら
れ
て
い
る
の
が
、
こ
う
し
た

淋
し
い
感
じ
で
感
ぜ
ら
れ
る
の
か
し
ら
？ 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

（
同
前
） 

 

最
後
は
疑
問
符
で
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
彼
が
こ
の
気
持
ち
を
妻
に
打
ち
明
け
る
と
、
妻
も
、
そ
の
な
ん
と
も
落
ち
着
か
な
い
気
持
ち
が
分
か
る
と
言
う
の
で
す
。

Ａ
は
、
小
僧
の
仙
吉
に
何
と
か
し
て
あ
げ
た
い
と
思
っ
て
、
贈
与
と
い
う
利
他
的
な
行
為
を
し
た
。
し
か
し
そ
の
贈
与
に
よ
っ
て
、
逆
に
非
常
に
い
や
な
気
持
ち
に
苛

さ
い
な

ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

い
く
ら
尊
厳
を
持
っ
て
行
っ
た
⑤

ジ
ヒ
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
行
為
が
行
わ
れ
た
後
に
Ⅲ

「
い
や
な
気
持
」
が
行
為
者
に
残
る
。
こ
こ
に
、
利
他
や
贈
与
の
謎
の
核
心
が
表

現
さ
れ
て
い
ま
す
。 

一
方
、
仙
吉
は
、
Ａ
の
存
在
に
つ
い
て
非
常
に
不
思
議
な
気
持
ち
に
な
っ
て
、
次
第
に
神
様
、
あ
る
い
は
お
稲
荷

い

な

り

さ
ん
が
や
っ
て
く
れ
た
行
為
か
も
し
れ
な
い
と
思
い

始
め
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
小
説
で
い
ち
ば
ん
よ
く
議
論
さ
れ
る
の
は
最
後
の
シ
ー
ン
で
す
。
志
賀
直
哉
は
、
こ
の
小
説
を
す
ご
く
変
な
終
わ
ら
せ
方
を
し
ま
す
。
最
後

の
と
こ
ろ
で
仙
吉
は
、
い
つ
か
ま
た
あ
の
お
客
さ
ん
が
来
て
く
れ
な
い
か
な
、
困
っ
た
と
き
に
自
分
の
前
に
神
様
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
く
れ
た
ら
い
い
の
に
、
と
思
う

の
で
す
が
、
こ
こ
で
ふ
っ
と
変
な
視
点
が
入
り
ま
す
。 
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作
者
は
此
処

こ

こ

で
筆
を
擱 お

く
事
に
す
る
。
実
は
小
僧
が
「
あ
の
客
」
の
本
体
を
確

た
し
か

め
た
い
要
求
か
ら
、
番
頭
に
番
地
と
名
前
を
教
え
て
も
ら
っ
て
其
処
を
尋
ね
て

行
く
事
を
書
こ
う
と
思
っ
た
。
小
僧
は
其
処
へ
行
っ
て
見
た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
番
地
に
は
人
の
住
い
が
な
く
て
、
小
さ
い
稲
荷
の

祠
ほ
こ
ら

が
あ
っ
た
。
小
僧
は
吃
驚

び
っ
く
り

し
た
。―

―

と
こ
う
い
う
風
に
書
こ
う
と
思
っ
た
。
し
か
し
そ
う
書
く
事
は
小
僧
に
対
し
少
し
残
酷
な
気
が
し
て
来
た
。
そ
れ
故 ゆ

え

作
者
は
前
の
所
で
擱
筆

か
く
ひ
つ

す
る
事
に

し
た
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

（
同
前
） 

 

な
ぜ
志
賀
直
哉
は
こ
ん
な
シ
ー
ン
を
最
後
に
入
れ
た
の
か
。
Ａ
は
出
鱈
目

で

た

ら

め

の
番
地
と
名
前
を
伝
え
て
あ
る
。
仙
吉
が
ど
う
し
て
も
そ
の
正
体
を
知
り
た
く
て
そ
こ
へ
行

っ
て
み
る
と
、
お
稲
荷
さ
ん
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
仙
吉
に
、
や
っ
ぱ
り
神
様
な
ん
だ
、
と
思
わ
せ
る
の
は
、
仙
吉
に
対
し
て
非
常
に
気
の
毒
な
気
が
し
た
の
で
こ

こ
で
筆
を
お
く
こ
と
に
し
た
、
と
書
い
て
い
ま
す
。
こ
こ
に
も
非
常
に
お
も
し
ろ
い
テ
ー
マ
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。 

単
純
に
贈
与
を
す
れ
ば
、
利
他
な
の
か
。
果
た
し
て
利
他
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
。
利
他
の
典
型
と
も
い
え
る
贈
与
に
は
ど
の
よ
う
な
困
難
が
伴
う
の
か
。
こ
こ
に

は
、
Ⅳ

一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
深
い
問
題
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。 

Ⅴ

コ
ロ
ナ
危
機
の
な
か
で
、「
利
他
」
や
「
贈
与
」
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
ち
ょ
っ
と
し
た
感
謝
を
伝
え
る
手
段
と
し
て
「
ｅ
ギ
フ
ト
」
に
注
目
が

集
ま
り
ま
し
た
。
相
手
に
直
接
会
わ
ず
、
郵
便
や
宅
配
便
も
使
わ
ず
に
、
ス
マ
ホ
で
で
き
る
ち
ょ
っ
と
し
た
ギ
フ
ト
で
す
。「
ｅ
ギ
フ
ト
」
は
若
者
を
中
心
に
、
コ
ロ
ナ

危
機
前
の
約
五
倍
に
規
模
を
拡
大
し
ま
し
た
。
読
者
の
方
に
も
、
こ
れ
ま
で
大
切
に
し
て
き
た
店
を
守
り
た
い
と
考
え
て
、
ク
ラ
ウ
ド
フ
ァ
ン
デ
ィ
ン
グ
な
ど
に
参
加
し

た
人
も
多
く
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
「
利
他
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
現
代
で
取
り
組
む
べ
き
問
題
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。 
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問
一 
傍
線
部
①
～
⑤
の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
、
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
直
し
て
記
し
な
さ
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
Ⅰ
「
慣
れ
た
ふ
う
な
手
つ
き
」
に
は
仙
吉
の
ど
の
よ
う
な
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
か
。
簡
潔
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
三 

傍
線
部
Ⅱ
「
体
裁
」
を
使
っ
て
短
文
を
作
り
な
さ
い
。 

 

問
四 

傍
線
部
Ⅲ
「
「
い
や
な
気
持
」
が
行
為
者
に
残
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。「
贈
与
し
た
側
」「
さ
れ
た
側
」
と
い
う
言
葉
を
必
ず
用
い
て
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
五 

傍
線
部
Ⅳ
「
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
」
に
関
す
る
次
の
二
つ
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

（
ⅰ
）
「
一
筋
縄
」
の
読
み
方
を
ひ
ら
が
な
で
記
し
な
さ
い
。 

（
ⅱ
）
「
一
筋
縄
で
は
い
か
な
い
」
の
意
味
を
記
し
な
さ
い
。 

 

問
六 

傍
線
部
Ⅴ
「
コ
ロ
ナ
危
機
の
な
か
で
、「
利
他
」
や
「
贈
与
」
に
関
心
が
集
ま
っ
て
い
ま
す
」
と
あ
る
が
、「
コ
ロ
ナ
危
機
の
な
か
」
で
行
わ
れ
た
「
利
他
」
や
「
贈

与
」
に
関
す
る
事
例
と
し
て
あ
な
た
が
知
っ
て
い
る
も
の
を
あ
げ
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
か
、
あ
な
た
の
考
え
を
記
し
な
さ
い
。 
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一番（50点） 

問一 ①雇用 ②忠誠 ③うなが ④掃除 ⑤しんぼく （2点×5） 

問二 a 力 bア cキ dウ （2点×4） 

問三 日本では、特定の目的を追求するためにつくられた集団であっても、メンバー同 

士が集まって一緒に活動し、情によってつながることに価値をおく傾向があると

いうこと。（5 点） 

問四 本来は組織が担うべき責任を共同体の自助努力に転嫁できるので、権力者にとっ 

て可能なかぎり強制力の行使を控えたほうが得だから。(61 字)  （6点） 

利害を共有する共同体のメンバーだという建前をとることで、政府は国民から自 

発的な服従と超過的な貢献を引き出せると考えたから。(61 字)  （6点） 

問五  ア b  イ a  ウ a  エ b  オ b （2点×5） 

問六 最初=共同体の圧 最後=構えの手段 （5点） 

 

二番（50点） 

問一 ①衝動 ②ふる ③偽名 ④すいこう ⑤慈悲 （2 点×5） 

問二 年齢の若い雇われ身分の自分だが、初めて寿司を食べるわけではないと誇示しよ 

うとする気持ち。（6点） 

問三 省略 （6点） 

問四 利他や贈与の行為は、誰かのためにと思って行ったとしても、そこには「贈与し 

た側」と「された側」という関係が生じるため、一方が優越する立場になりかね

ない。 贈与した側は見返りを求めず純粋な気持ちだったとしても、自分が相手よ

り優位な立場 にいることを示してしまったといううしろめたさのような気持ち

が存在してしまうから。（8点） 

問五  (i)ひとすじなわ （3点） 

(ii)普通のやり方では思い通りにいかない様子。（4点） 

問六 省略 （13 点） 


