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【
全
体
解
説
】

出
題
形
式
と
し
て
は
大
き
な
変
更
は
な
い
が
、
問
５
の
空
欄
補
充
と
問
６
の
構
成
と

意
図
を
問
う
問
題
が
、
今
ま
で
な
か
っ
た
目
新
し
い
タ
イ
プ
の
問
題
で
あ
っ
た
。
た
だ

特
に
難
し
い
設
問
は
な
く
、
難
易
度
と
し
て
は
、
ほ
ぼ
平
年
並
み
と
言
っ
て
よ
い
。

「
六
経
の
学
を
言
う
は
」
と
い
う
出
だ
し
で
す
ぐ
気
づ
い
た
と
思
う
が
、
作
者
は
元

代
に
儒
林
四
傑
と
呼
ば
れ
た
儒
学
者
で
、
内
容
は
学
問
論
で
あ
る
。
こ
の
手
の
文
章
は

何
度
も
や
っ
た
の
で
、
授
業
を
思
い
出
し
て
く
れ
れ
ば
、
読
み
解
く
ポ
イ
ン
ト
は
す
ぐ

に
わ
か
っ
た
こ
と
と
思
う
。
テ
ー
マ
と
展
開
を
押
さ
え
れ
ば
、
比
較
的
容
易
に
読
み
解

け
た
は
ず
で
あ
る
。

「
主
題
」
と
「
論
証
」
と
い
う
展
開
パ
タ
ー
ン
に
つ
い
て
は
、
レ
ギ
ュ
ラ
ー
の
授
業

で
は
何
度
も
繰
り
返
し
練
習
し
た
し
、
現
役
生
に
は
短
期
攻
略
ゼ
ミ
で
伝
授
し
た
。
こ

の
文
章
の
主
題
は
、
も
ち
ろ
ん
最
初
の
文
で
提
示
さ
れ
た
「
遜
」
と
「
敏
」
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
れ
を
三
つ
の
段
落
で
展
開
し
て
い
て
、
第
一
段
落
が
主
題
、
第
二
段
落
が
論

証
（
例
示
）、
そ
し
て
第
三
段
落
が
結
論
と
い
う
こ
と
は
す
ぐ
わ
か
っ
た
こ
と
と
思
う
。

そ
こ
さ
え
つ
か
め
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
設
問
に
答
え
ら
れ
た
は
ず
で
あ
る
。

【
設
問
解
説
】

問
１

最
近
、
問
１
の
内
容
は
毎
年
変
わ
っ
て
い
る
の
で
、
正
直
予
測
が
つ
か
な
い
。

今
年
は

は
漢
字
の
意
味
、

は
単
語
の
意
味
と
、
枝
問
で
問
う
も
の
が
異
な
っ
た
。

(1)

(2)

「
偏
」
は
「
偏
向
・
偏
差
値
」
な
ど
と
言
う
よ
う
に
「
か
た
よ
っ
た
」
と
い
う
意
味
で

あ
る
か
ら
、
当
然
⑤
が
正
解
。
一
方
「
所
以
」
は
、
受
験
生
を
な
め
て
ん
の
か
と
思
う

く
ら
い
の
基
本
単
語
、
意
味
は
「
原
因
・
理
由
、
手
段
・
方
法
」。
選
択
肢
に
「
理
由
」

が
な
い
の
で
、
正
解
は
も
ち
ろ
ん
④
し
か
な
い
。

問
２

す
ぐ
気
づ
い
た
よ
う
に
「
遜
は
…
、
敏
は
…
。
」
と
い
う
対
句
。
「
欲
＋
動
詞
」

は
「
～
ん
と
欲
す
」
で
「
～
し
よ
う
と
す
る
」
、
「
其
の
」
は
代
名
詞
で
下
に
動
詞
を
取

る
と
き
は
主
格
を
表
し
た
。
そ
こ
で
選
択
肢
を
横
に
見
る
と
、「
遜
と
は
、
自
分
は
謙
虚

で
あ
り
た
い
と
思
う
の
だ
が
／
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
」
と
「
敏
と
は
、
自
分
は
進
ん

で
学
び
た
い
の
だ
が
／
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
が
」
と
い
う
部
分
は
、
ほ
ぼ
正
確
な
訳
に

な
っ
て
い
る
と
わ
か
る
。
と
す
れ
ば
、
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
「
如
有
所
不
能
」
と
「
如

有
所
不
及
」
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
直
訳
す
れ
ば
「
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
よ
う

だ
」「
お
よ
ば
な
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
だ
」
。
両
方
と
も
合
っ
て
い
る
の
は
②
し
か
な
い
。

①
は
「
言
わ
な
い
ほ
う
が
い
い
」
が
不
可
、
③
は
「
人
に
対
抗
で
き
そ
う
に
な
い
」
が

不
可
。
④
⑤
は
論
外
。

問
３

セ
ン
タ
ー
お
な
じ
み
の
書
き
下
し
と
解
釈
を
組
み
合
わ
せ
た
問
題
。
解
き
方
は

ま
ず
書
き
下
し
の
方
か
ら
選
択
肢
を
絞
り
込
む
。
途
中
の
「
也
」
は
「
や
」
だ
か
ら
、

①
②
が
消
え
る
。
つ
い
で
「
曷
ぞ
嘗
て
」
と
く
れ
ば
反
語
だ
ろ
う
か
ら
③
が
消
え
る
。

こ
れ
で
④
と
⑤
の
二
択
に
絞
り
込
め
た
。
よ
く
見
る
と
⑤
は
「
敏
に
貴
ば
れ
」
と
訳
の

わ
か
ら
な
い
受
け
身
に
読
ん
で
い
る
の
で
不
可
。
よ
っ
て
④
が
正
解
。
書
き
下
し
が
決

ま
れ
ば
、
そ
れ
に
合
う
解
釈
を
選
ぶ
の
は
簡
単
で
、
③
が
正
解
。
易
し
い
。

問
４

理
由
を
問
う
問
題
だ
が
、
段
落
の
最
後
の
文
な
の
で
、
答
は
当
然
こ
の
段
落
の

中
に
あ
る
。
ま
ず
傍
線
部
の
意
味
を
確
認
す
る
と
「
ど
う
し
て
本
当
に
敏
で
な
い
こ
と

が
あ
ろ
う
か
、
い
や
敏
で
あ
っ
た
は
ず
だ
」。
何
の
話
だ
っ
た
か
と
い
う
と
、
孔
子
の
弟

子
の
顏
回
と
曾
参
の
こ
と
。
こ
の
二
人
が
孔
子
の
高
弟
で
あ
る
こ
と
は
、
う
っ
す
ら
記

憶
が
あ
っ
た
は
ず
。
と
す
れ
ば
、
二
人
は
他
の
三
千
の
弟
子
た
ち
よ
り
も
「
敏
」
で
あ

っ
た
に
決
ま
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
正
解
は
①
し
か
な
い
。

問
５

セ
ン
タ
ー
に
は
珍
し
い
穴
埋
め
問
題
。
入
れ
る
の
は
選
択
肢
を
見
れ
ば
わ
か
る

と
お
り
、
「
遜
」
と
「
敏
」
。
短
い
段
落
な
の
で
、
段
落
全
体
の
流
れ
を
考
え
る
と
、
前

半
で
「
た
だ
自
ら
を
卑
し
む
だ
け
で
は
、
退
く
を
知
り
て
進
む
を
知
ら
ず
」
だ
と
言
っ

て
い
る
。
と
す
れ
ば
、「
遜
」
だ
け
じ
ゃ
だ
め
だ
と
言
っ
て
い
る
の
だ
と
見
当
が
つ
く
。

「
Ⅰ
は
美
徳
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
必
ず
Ⅱ
な
れ
ば
則
ち
功
有
り
」
と
逆
接
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
Ⅰ
が
「
遜
」
で
、
Ⅱ
が
「
敏
」
で
あ
る
と
わ
か
る
。
最
後
は
「
重
ん
ず
る
所

は
尤
も
Ⅲ
に
在
る
な
り
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、「
敏
」
で
な
け
れ
ば
具
合
が
悪
い
。

よ
っ
て
、
⑤
が
正
解
。

問
６

最
後
は
定
番
の
内
容
合
致
問
題
で
は
な
く
、
ち
ょ
っ
と
ひ
ね
っ
た
出
題
を
し
て

き
た
。
け
れ
ど
、
僕
の
授
業
で
は
段
落
構
成
を
考
え
て
、「
主
題
」
と
「
論
証
」
で
読
み

解
く
と
い
う
こ
と
を
さ
ん
ざ
ん
や
っ
て
来
た
の
で
、
こ
の
設
問
を
見
た
と
き
に
は
思
わ

ず
「
や
っ
た
！
」
と
ガ
ッ
ツ
ポ
ー
ズ
。
僕
の
授
業
を
受
け
て
き
た
生
徒
さ
ん
た
ち
は
、

皆
楽
勝
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

第
一
段
落
は
「
主
題
の
提
示
」
で
、「
遜
」
と
「
敏
」
と
は
何
か
と
い
う
説
明
。
第
二

段
落
は
、「
論
証
」
で
、
孔
子
と
顏
回
・
曾
参
が
「
遜
」
で
「
敏
」
で
あ
っ
た
と
い
う
例

を
挙
げ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
段
落
は
、
で
も
「
遜
」
よ
り
「
敏
」
の
方
が
重
要
と
言

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
第
一
・
第
二
段
落
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
な
の
で
、

筆
者
の
意
見
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
構
成
は
①
が
正
解
と
な
る
。

(

ⅰ)
が
解
け
れ
ば
、「
筆
者
の
意
図
」
は
第
三
段
落
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
絞
れ
ば

よ
い
と
わ
か
る
。
選
択
肢
の
中
で
、
第
三
段
落
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
は
、「
人
の
教

え
を
受
け
入
れ
て
い
る
だ
け
で
は
進
歩
し
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
④
で
あ
る
と
わ
か
る
。
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【
書
き
下
し
文
】

六
経
の
学
を
言
ふ
は
、
肇
め
て
武
丁
の
説
に
命
ず
る
に
見
ゆ
る
も
、
而
れ
ど
も
学
を

り
く
け
い

は
じ

ぶ

て
い

え
つ

み

為
す
の
道
を
論
じ
て
は
、
遜
と
曰
ひ
、
敏
と
曰
ふ
の
み
。
遜
と
は
其
の
謙
退
せ
ん
と
欲

そ
ん

び
ん

け
ん
た
い

し
て
、
能
は
ざ
る
所
有
る
が
ご
と
く
す
る
な
り
。
敏
と
は
其
の
進

修
せ
ん
と
欲
し
て
、
及

あ
た

し
ん
し
ゆ
う

お
よ

ば
ざ
る
所
有
る
が
ご
と
く
す
る
な
り
。
退
く
は
則
ち
虚
し
く
し
て
人
に
受
け
、
進
む
は

則
ち
勤
め
て
以
て
己
を
励
ま
す
な
り
。
二
者
は
固
よ
り
偏
廃
す
べ
か
ら
ざ
る
な
り
。

お
の
れ

も
と

へ
ん
ぱ
い

孔
子
は
大
聖
人
な
れ
ど
も
自
ら
は
聖
と
せ
ず
。
故
に
「
我
生
ま
れ
な
が
ら
に
し
て
之

を
知
る
者
に
非
ず
」
と
曰
ふ
は
遜
と
謂
ふ
べ
し
。
而
し
て
又
た
「
古
へ
を
好
み
、
敏
に

い
に
し

し
て
以
て
之
を
求
め
た
る
者
な
り
」
と
曰
ふ
は
則
ち
其
の
之
を
求
む
る
や
、
曷
ぞ
嘗
て

な
ん

か
つ

敏
を
貴
ば
ざ
ら
ん
や
。
他
日
、
顏
・
曾
の
二
子
と
仁
と
孝
と
を
言
ひ
て
、
二
子
は
皆
自

た
つ
と

が
ん

そ
う

ら
敏
な
ら
ず
と
謂
ふ
。
其
の
遜
な
る
こ
と

抑

見
る
べ
し
。
回
の
仁
、
参
の
孝
も
、
三

そ
も
そ
も

か
い

し
ん

千
の
徒
、
未
だ
之
に
先
ん
ず
る
こ
と
或
る
能
は
ず
。
豈
に
真
に
敏
な
ら
ざ
る
者
な
ら
ん

あ

や
。苟

し
く
も
自
ら
卑
し
む
る
を
為
し
て
自
ら
強
む
る
所
以
を
思
は
ざ
る
は
、
是
れ
退
く

い
や

み
づ
か

い
や

つ
と

ゆ

え

ん

を
知
り
て
進
む
を
知
ら
ず
と
謂
ふ
。
蓋
し
遜
は
美
徳
と
雖
も
、
然
れ
ど
も
必
ず
敏
な
ら

け
だ

い
え
ど

ば
則
ち
功
有
り
。
是
に
由
り
て
之
を
言
は
ば
、
則
ち
学
を
為
す
の
道
、
重
ん
ず
る
所
は
尤

こ
れ

よ

お
も

も
つ
と

も
敏
に
在
る
な
り
。

【
現
代
語
訳
】

詩
経
や
書
経
な
ど
儒
家
の
経
典
に
学
問
に
つ
い
て
述
べ
て
あ
る
の
は
、
殷
の
武
丁
が

傅
説
に
答
え
る
よ
う
に
命
じ
た
の
が
最
初
で
あ
る
が
、
学
問
を
お
さ
め
る
道
を
論
じ
て

い
る
の
は
、
「
遜
」
と
言
い
、
「
敏
」
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
「
遜
」
と
は
自
分

は
謙
虚
で
あ
ろ
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
思
う
こ
と
で

あ
る
。「
敏
」
と
は
自
分
か
ら
進
ん
で
学
ぼ
う
と
し
て
も
、
到
底
お
よ
ば
な
い
こ
と
が
あ

る
よ
う
に
思
う
こ
と
で
あ
る
。
謙
遜
と
は
謙
虚
に
人
か
ら
教
え
を
受
け
る
こ
と
で
あ
り
、

進
取
と
は
勤
め
て
自
分
を
励
ま
し
努
力
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
「
遜
」
と
「
敏
」
の

二
者
は
も
と
も
と
ど
ち
ら
か
一
方
だ
け
を
廃
し
た
り
て
い
は
い
け
な
い
も
の
な
の
で
あ

る
。孔

子
は
大
聖
人
で
あ
る
が
、
自
分
を
聖
人
で
あ
る
と
言
っ
た
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
、

「
私
は
生
ま
れ
な
が
ら
道
に
つ
い
て
知
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
よ
」
と
言
っ
た
の
は
、

「
遜
」
だ
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
「
古
を
好
ん
で
一
所
懸
命
に
道
を

追
求
し
て
い
る
者
だ
よ
」
と
言
っ
た
の
は
、
彼
が
道
を
追
求
す
る
の
に
、
ど
う
し
て
「
敏
」

を
貴
ば
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
ま
た
あ
る
日
、
顏
回
と
曾
参
の
二
人
の
弟
子
と

仁
と
孝
に
つ
い
て
話
を
し
た
と
き
に
、
二
人
は
ど
ち
ら
も
自
分
を
「
敏
」
で
は
な
い
と

言
っ
た
。
彼
ら
が
「
遜
」
で
あ
る
こ
と
は
、
こ
こ
に
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
顏
回
の

仁
も
曾
参
の
孝
も
、
孔
子
の
三
千
人
と
言
わ
れ
る
弟
子
た
ち
の
誰
も
そ
れ
に
先
ん
ず
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
。
ど
う
し
て
顏
回
と
曾
参
が
本
当
に

「
敏
」
で
な
い
こ
と
な
ど
あ
ろ
う
か
。

も
し
も
た
だ
自
分
を
卑
下
す
る
だ
け
で
自
分
か
ら
進
ん
で
努
力
す
る
方
法
を
考
え
な

い
の
な
ら
、
そ
れ
は
退
く
こ
と
は
知
っ
て
い
て
も
進
む
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
も
の

だ
。
思
う
に
、
「
遜
」
は
美
徳
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
「
敏
」
で
あ
っ
て
初
め
て
功
を
遂

げ
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
。
こ
う
考
え
て
く
る
と
、
学
問
を
な
す
道
で
重
ん
ず
る
も
の
は
、

と
り
わ
け
「
敏
」
の
方
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

出
典
は
、
元
の
儒
学
者
黄
溍
の
「
金
華
黄
先
生
文
集
」

【
追
記
】

短
期
攻
略
ゼ
ミ
や
冬
期
講
習
の
「
セ
ン
タ
ー
漢
文
ゼ
ミ
」
を
受
講
し
た
現
役
生
は
、「
本

当
に
受
け
て
お
い
て
よ
か
っ
た
」
と
思
っ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
短
時
間
で
し
た
が
、
あ

の
時
や
っ
た
セ
ン
タ
ー
解
法
の
ポ
イ
ン
ト
、
①
段
落
間
の
関
係
を
考
え
な
が
ら
読
む
、

②
ど
れ
が
「
主
題
」
で
、
ど
れ
が
「
論
証
（
比
喩
・
例
示
）」
か
を
考
え
な
が
ら
読
む
、

③
主
題
と
結
論
は
最
初
と
最
後
に
あ
る
こ
と
が
多
い
、
が
そ
っ
く
り
当
て
は
ま
る
出
題

だ
っ
た
の
で
、
き
ち
ん
と
覚
え
て
復
習
を
し
た
人
は
、
さ
ほ
ど
苦
労
を
せ
ず
に
解
け
た

の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
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