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【
全
体
解
説
】

今
年
の
問
題
は
、
難
易
度
と
し
て
は
昨
年
度
と
ほ
ぼ
同
じ
。
人
に
よ
っ
て
は
少
し
難
し
く

感
じ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
想
定
の
範
囲
内
で
あ
ろ
う
。
昨
年
同
様
、
論
説
系
の

文
章
な
の
で
、
主
題
と
そ
の
展
開
を
捉
え
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
段
落
は
、
一
見
二

つ
に
見
え
る
が
、
よ
く
見
る
と
本
文
二
行
目
も
一
字
下
げ
て
い
る
の
で
、
実
は
三
段
落
か
ら

な
る
。
つ
ま
り
第
一
段
落
は
、
一
行
の
み
。
と
な
れ
ば
、
こ
れ
が
主
題
の
提
示
で
あ
る
こ
と

は
誰
で
も
す
ぐ
気
が
つ
く
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
当
然
第
二
段
落
は
、
最
初
に
提
示
さ
れ

た
主
題
の
論
証
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
「
吾
観
」
で
始
ま
る
第
三
段
落
は
、
こ
の
主
題
を
受

け
て
の
筆
者
の
結
論
で
あ
ろ
う
と
、
大
体
の
展
開
が
読
め
る
。
こ
れ
ま
で
幾
度
も
読
ん
で
き

た
文
章
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
り
、
け
っ
し
て
難
し
く
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

各
段
落
の
内
容
は
、人
名
や
地
名
な
ど
や
た
ら
に
固
有
名
詞
が
出
て
く
る
こ
と
を
除
け
ば
、

そ
れ
ほ
ど
難
し
い
も
の
で
は
な
い
。
落
ち
着
い
て
考
え
れ
ば
、
迷
う
よ
う
な
問
題
は
ほ
と
ん

ど
な
か
っ
た
と
思
う
。
た
だ
、
新
傾
向
の
設
問
も
あ
っ
た
の
で
、
必
須
の
「
十
五
分
間
」
を

確
保
で
き
な
か
っ
た
受
験
生
は
、
少
し
焦
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
し
ろ
、
最
高
配

点
の
問
六
を
間
違
え
た
と
し
て
も
四
〇
点
で
あ
り
、
得
点
八
割
が
一
応
の
目
安
と
な
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
満
点
は
充
分
可
能
で
あ
る
。

【
設
問
解
説
】

昨
年
度
か
ら
設
問
の
ス
タ
イ
ル
が
か
な
り
変
わ
っ
た
が
、
そ
れ
は
今
年
度
も
ほ
ぼ
踏
襲
さ

れ
た
。
漢
字
の
問
題
は
、
昨
年
は
読
み
を
問
う
も
の
で
あ
っ
た
が
、
今
年
は
意
味
で
も
読
み

で
も
な
く
、
熟
語
の
意
味
を
問
う
も
の
と
な
っ
た
。
ま
た
、
問
四
は
、
一
文
ご
と
の
内
容
を

問
う
新
傾
向
の
問
題
で
あ
っ
た
。
従
来
あ
ま
り
見
な
い
タ
イ
プ
の
問
題
で
あ
り
、
ち
ょ
っ
と

面
食
ら
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
恒
例
の
内
容
合
致
問
題
は
な
く
な
っ
た
が
、
問
五
と
問
六
が

実
質
的
に
内
容
合
致
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
大
き
な
変
化
は
な
い
と
い
え
よ
う
。

問
１

形
と
し
て
は
漢
字
の
熟
語
の
意
味
を
問
う
問
題
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
文
脈
上

の
意
味
を
問
う
問
題
。

は
「
師
を
窮
め
武
を
黷
し
、
殆
ど
寧
歳
無
し
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
安
寧
」
と

(1)い
っ
た
熟
語
が
思
い
浮
か
べ
ば
、
「
平
和
な
年
」
で
あ
る
と
容
易
に
想
像
が
つ
く
だ
ろ
う
。

の
方
も
、
呉
王
と
秦
の
苻
堅
を
較
べ
て
「
相
ひ
類
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
互

(2)い
に
似
て
い
る
」
だ
と
誰
で
も
わ
か
る
。

問
２

返
り
点
が
つ
い
て
い
る
の
で
、
構
文
は
簡
単
に
わ
か
る
。
「
亡
国
の
罪
を
以
て
、
西

施
に
帰
す
」
と
言
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
前
の
文
で
「
西
施
が
呉
を
亡
ぼ
し
た
の
で
は
な

い
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
而
」
が
逆
接
で
、
最
後
の
「
過
矣
」
が
「
あ
や
ま
つ
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
容
易
に
わ
か
る
。
よ
っ
て
、
書
き
下
し
は
①
が
正
解
。

書
き
下
し
が
選
べ
れ
ば
、
解
釈
は
簡
単
。
「
間
違
っ
て
い
る
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
④
し

か
な
い
。

問
３

が
少
し
わ
か
り
に
く
い
が
、

と

か
ら
絞
っ
て
い
け
る
だ
ろ
う
。

は
「
西
施

(イ)

(ア)

(ウ)

(ア)

は
一
嬪

嬙
の
み
な
れ
ば
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
西
施
で
あ
る
と
す
ぐ
わ
か
る
。（
ち

な
み
に
、
「
使
」
を
「
も
し
」
と
読
ん
で
い
る
の
は
、
本
来
「
呉
王
を
し
て
…
し
め
ば
」
と

い
う
〈
反
実
仮
想
〉
の
形
だ
っ
た
ね
。
）
よ
っ
て
ま
ず
③
と
⑤
に
絞
る
。

は
自
動
的
に
呉

(ウ)

王
と
な
る
。
つ
ま
り
「
而
る
に
乃
ち
遠
く
数
千
里
に
出
て
、
長
を
黄
池
の
間
に
争
」
う
の
が

呉
王
で
あ
っ
て
、
「
越
人
其
の
空
虚
に
乗
じ
て
其
の
巣
穴
を
傾
く
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
「
臥
薪
嘗
胆
し
、
日
に
其
の
後
を
伺
ふ
」
の
は
越
王
句
践
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ

っ
て
③
が
残
る
。

問
４

従
来
あ
ま
り
見
た
こ
と
が
な
い
新
傾
向
の
問
題
。
段
落
を
一
文
ご
と
に
切
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
表
現
と
内
容
を
問
う
と
い
う
も
の
。
や
り
慣
れ
て
い
な
い
の
で
面
食
ら
っ
た
か
も

し
れ
な
い
が
、
要
は
一
文
ご
と
の
内
容
合
致
問
題
な
の
で
、
間
違
い
を
見
つ
け
て
消
し
て
ゆ

く
消
去
法
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
①
は
「
呉
の
滅
亡
は
呉
王
に
こ
そ
求
め
る
べ
き
で
あ
る
」
と

い
う
の
は
「
従
来
の
見
解
」
で
は
な
い
の
で
×
。
②
は
「
越
の
軍
隊
を
攻
撃
す
る
た
め
に
、

呉
が
ひ
そ
か
に
力
を
蓄
え
て
い
た
」
と
い
う
の
は
、
事
実
と
逆
だ
か
ら
×
。
③
は
「
呉
と
越

の
戦
い
を
具
体
的
に
列
挙
し
て
」
い
な
い
の
で
×
。
④
は
「
呉
を
滅
ぼ
す
こ
と
は
小
動
物
を

捕
ら
え
る
よ
う
に
容
易
で
あ
っ
た
」
と
い
う
の
が
ピ
ン
ト
は
ず
れ
な
の
で
、
た
ぶ
ん
×
だ
け

ど
、
一
応
⑤
を
チ
ェ
ッ
ク
。
⑤
は
「
即
ひ
西
施
無
く
と
も
、
豈
に
亡
び
ざ
る
者
有
ら
ん
や
」

と
い
う
の
は
、
た
し
か
に
仮
定
形
と
反
語
形
だ
し
、
「
呉
の
滅
亡
に
対
す
る
従
来
の
見
解
を

否
定
し
、
筆
者
自
身
の
意
見
を
強
く
主
張
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
段
落
の

締
め
く
く
り
の
文
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
で
、
あ
き
ら
か
に
正
解
。
実
は
、
そ
れ
ほ
ど
む
ず

か
し
い
問
題
で
は
な
い
。

問
５

や
や
難
。
「
呉
王
と
苻
堅
の
歩
ん
だ
道
は
同
じ
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
選
択
肢
を

ざ
っ
と
見
る
と
、
二
人
の
「
個
人
の
資
質
」
と
「
結
末
」
を
比
較
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

秦
も
呉
も
亡
び
た
と
書
い
て
あ
る
の
で
、
「
結
末
」
が
同
じ
で
あ
る
の
は
あ
き
ら
か
。
と
す

れ
ば
問
題
は
「
個
人
の
資
質
」
が
同
じ
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
に
な
る
。
ま
ず
、
③
は
「
結
末

が
違
う
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
真
っ
先
に
消
え
る
。
つ
い
で
、
②
と
④
は
、
「
い
ず
れ
も
優

れ
た
人
物
を
殺
害
し
」
と
言
っ
て
い
る
が
、
苻
堅
の
方
に
は
そ
の
よ
う
な
記
事
は
見
え
な
い

の
で
、
こ
れ
も
消
え
る
。
と
す
る
と
、
①
と
⑤
の
二
択
と
な
る
。
①
は
「
資
質
も
結
末
も
同

じ
」、
⑤
は
「
資
質
は
違
う
が
、
結
末
は
同
じ
」、
さ
て
ど
ち
ら
か
。
①
の
「
歓
楽
に
ふ
け
っ

て
民
を
顧
み
ず
、
隣
国
の
攻
撃
に
対
す
る
備
え
を
怠
っ
た
」
の
は
、
呉
王
に
は
当
て
は
ま
る
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が
、
苻
堅
に
つ
い
て
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
書
か
れ
て
な
い
。
さ
ら
に
気
に
な
る
の
が
、「
二

君
の
荒
淫
と
精
明
と
は
、
固
よ
り
年
を
同
じ
く
し
て
語
る
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
文
で
あ
る
。

（
注
）
に
よ
る
と
「
荒
淫
」
は
酒
色
に
溺
れ
る
、
「
精
明
」
は
聡
明
の
意
で
あ
り
、
荒
淫
と

精
明
が
両
立
す
る
と
は
考
え
が
た
い
。
と
す
る
と
「
二
君
の
荒
淫
と
精
明
」
と
言
っ
て
い
る

の
は
、
「
一
方
の
君
は
荒
淫
で
、
も
う
一
方
の
君
は
精
明
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
（
実
際
は
苻
堅
の
方
が
精
明
）
。
と
す
れ
ば
、
二
人
の
個
人
の
資
質
に
は
違
い
が
あ
る
と

言
っ
て
い
る
わ
け
で
、
⑤
が
正
解
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

問
６

「
筆
者
の
意
図
の
説
明
」
を
問
う
形
に
な
っ
て
い
る
が
、
選
択
肢
を
見
る
と
結
局
は

本
文
の
主
旨
を
問
う
も
の
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
文
章
の
前
半
は
、
呉
を
滅
ぼ
し
た

の
は
西
施
で
は
な
く
、
有
能
な
臣
下
を
殺
し
、
内
政
を
疎
か
に
し
て
、
国
外
で
の
戦
争
に
明

け
暮
れ
た
呉
王
の
責
任
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
後
半
は
、
秦
の
苻
堅
と
比
較
し
て
、
武
力

に
頼
っ
て
遠
征
し
た
挙
げ
句
、
自
国
の
政
治
が
疎
か
に
な
っ
て
滅
亡
し
た
と
こ
ろ
に
共
通
点

を
見
出
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
「
遠
き
を
攻
む
る
者
は
近
き
を
遺
る
」
と
い
う
格
言
が
引
か

れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
れ
も
、
基
本
的
に
は
内
容
合
致
問
題
な
の
で
、
ま
ず
あ
き
ら
か
に
間
違
っ
て
い
る
も
の

を
消
し
て
ゆ
く
。
②
は
「
越
王
と
そ
の
臣
下
ら
の
巧
み
な
策
略
に
よ
る
」
と
い
う
の
が
間
違

い
。
③
は
「
為
政
者
と
し
て
強
大
な
軍
隊
を
統
御
し
続
け
る
こ
と
」
と
い
う
の
が
、
ピ
ン
ト

は
ず
れ
で
×
。
⑤
も
「
容
易
に
は
理
解
で
き
な
い
深
遠
な
理
由
に
基
づ
く
」
と
い
う
の
が
見

当
違
い
で
×
。
①
か
④
の
二
択
と
な
る
。
①
は
「
呉
王
の
事
跡
お
よ
び
呉
王
と
苻
堅
と
の
比

較
を
通
じ
て
、
呉
国
の
滅
亡
は
、
呉
王
の
為
政
者
と
し
て
の
資
質
に
そ
の
原
因
が
あ
っ
た
こ

と
を
」
ま
で
は
完
璧
に
合
っ
て
い
る
。
た
だ
問
題
は
「
教
訓
や
格
言
を
引
用
し
て
論
証
し
よ

、
、
、
、

う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
箇
所
。
論
証
は
、
第
二
段
落
で
済
ん
で
い
て
、
格
言
は
論
証
の
た

、
、
、
、
、
、

め
に
用
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
一
方
④
の
方
は
、
「
為
政
者
と
し
て
軍
事
力
を
安
易
に
行
使

す
る
と
必
ず
自
滅
を
招
く
こ
と
に
な
り
」
と
、
呉
王
や
苻
堅
の
名
前
を
出
さ
ず
に
一
般
化
し

て
述
べ
て
い
る
。

こ
こ
で
、
も
う
一
度
、
セ
ン
タ
ー
試
験
の
内
容
合
致
問
題
の
解
法
を
思
い
出
そ
う
。

％
95

合
っ
て
い
て
も
、
一
箇
所
で
も
違
っ
て
い
た
ら
、
そ
れ
は
正
解
で
は
な
い
。
な
ん
か
い
ま
い

ち
は
っ
き
り
し
な
い
言
い
方
を
し
て
い
て
も
、
間
違
っ
て
い
な
け
れ
ば
そ
れ
が
正
解
で
あ
っ

た
。
セ
ン
タ
ー
の
出
題
者
は
、
よ
く
正
解
を
わ
ざ
と
ぼ
か
し
て
わ
か
り
に
く
く
し
、
代
わ
り

に
ほ
と
ん
ど
合
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
一
箇
所
だ
け
違
う
ダ
ミ
ー
を
入
れ
て
お
く
。
そ
う

す
る
と
、
多
く
の
受
験
生
が
面
白
い
よ
う
に
ダ
ミ
ー
に
飛
び
つ
く
の
で
あ
る
。
こ
の
設
問
も
、

完
全
に
そ
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。

と
い
う
わ
け
で
、
正
解
は
④
。
時
間
が
無
く
て
、
最
後
ま
で
き
ち
ん
と
読
ま
な
い
と
①
を

選
ぶ
羽
目
に
な
る
。

【
書
き
下
し
文
】

西
施
能
く
呉
を
亡
ぼ
す
に
非
ざ
る
な
り
。
而
る
に
後
世
亡
国
の
罪
を
以
て
之
を
西
施
に
帰

す
る
は
過
て
り
。

使
し
呉
王
宰

嚭
を
信
じ
て
伍
胥
を
殺
さ
ず
、
内
は
国
政
を
修
め
外
は
敵
人
に
備
へ
ば
、

西
施
は
一
嬪

嬙
の
み
な
れ
ば
、
何
を
か
能
く
為
さ
ん
。
当
時
句
践
の
堅
忍
、
種
・
蠡
の
陰

計
を
以
て
、
臥
薪
嘗
胆
し
、
日
に
其
の
後
を
伺
ふ
。
而
る
に
乃
ち
遠
く
数
千
里
に
出
て
長
を

黄
池
の
間
に
争
ひ
、
釁
を
艾
陵
の
上
に
構
へ
、
師
を
窮
め
武
を
黷
し
、
殆
ど
寧
歳
無
し
。
越

人
其
の
空
虚
に
乗
じ
て
其
の
巣
穴
を
傾
く
。
此
れ
即
ひ
西
施
無
く
と
も
、
豈
に
亡
び
ざ
る
者

有
ら
ん
や
。

吾
呉
の
亡
ぶ
る
を
観
る
や
、
秦
の
苻
堅
と
相
ひ
類
す
。
二
君
の
荒
淫
と
精
明
と
は
、
固
よ

り
年
を
同
じ
く
し
て
語
る
べ
か
ら
ず
。
而
れ
ど
も
秦
の
亡
ぶ
る
は
晋
を
伐
ち
潰
ゆ
る
を
致
す

を
以
て
し
、
呉
の
亡
ぶ
る
は
境
を
越
え
て
内
救
及
ば
ざ
る
を
以
て
す
。
其
の
轍
は
一
な
り
。

然
る
後
に
「
佳
兵
は
自
ら
焚
き
て
」「
遠
き
を
攻
む
る
者
は
近
き
を
遺
る
」、
元
亀
・
格
言
の

必
ず
易
ふ
べ
か
ら
ざ
る
を
知
る
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

西
施
が
呉
を
亡
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
後
世
の
人
が
、
亡
国
の
罪
を
理
由
に
、

呉
の
滅
亡
を
西
施
の
せ
い
に
す
る
の
は
誤
っ
て
い
る
。

も
し
も
呉
王
が
、
宰

嚭
の
言
う
こ
と
を
信
じ
て
伍
子
胥
を
殺
す
よ
う
な
こ
と
を
せ
ず
、

国
政
を
き
ち
ん
と
修
め
、
外
敵
に
備
え
て
い
た
ら
、
西
施
は
一
宮
女
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、

い
っ
た
い
何
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
当
時
越
は
、
句
践
の
我
慢
強
さ
と
文
種
・
范
蠡
の
密
か

な
計
略
に
よ
っ
て
、
臥
薪
嘗
胆
し
て
、
日
々
そ
の
後
の
機
会
を
窺
っ
て
い
た
。
し
か
し
呉
王

は
と
い
え
ば
、
遠
く
数
千
里
の
彼
方
に
出
兵
し
て
黄
池
で
諸
侯
と
明
主
の
座
を
争
い
、
艾
陵

の
地
で
犠
牲
を
捧
げ
て
戦
端
を
開
き
、
軍
隊
を
頻
繁
に
出
動
さ
せ
て
は
兵
力
を
濫
用
し
て
い

て
、
ほ
と
ん
ど
平
和
で
安
寧
な
年
は
な
か
っ
た
。
越
人
は
そ
の
す
き
乗
じ
て
、
呉
の
本
国
を

攻
め
て
傾
け
た
の
だ
。
こ
れ
で
は
、
た
と
え
西
施
な
ど
い
な
く
て
も
、
ど
う
し
た
亡
び
な
い

こ
と
が
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

私
は
、
呉
が
亡
び
た
の
を
観
る
と
、
秦
の
苻
堅
と
よ
く
似
て
い
る
と
思
う
。
呉
王
と
苻
堅
、

二
人
の
君
主
の
荒
淫
と
精
明
と
は
、
も
と
よ
り
年
代
を
同
じ
く
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
も

の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、
秦
が
亡
び
た
の
は
、
晋
を
攻
撃
し
て
大
敗
し
た
の
が
原
因
で
あ

り
、
呉
が
亡
び
た
の
は
、
国
境
を
越
え
て
戦
争
に
ふ
け
り
内
政
が
及
ば
な
か
っ
た
か
ら
で
あ

る
。
そ
の
踏
ん
だ
轍
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
優
れ
た
兵
器
は
自
ら
を
燃
や
す
」

「
遠
き
を
攻
め
る
者
は
近
き
を
忘
れ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
わ
ざ
や
格
言
は
、
決
し
て
変
わ
る

こ
と
が
な
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

（
文
責
・
漢
文
担
当

門
屋

温
）


