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第
２
回

入
学
試
験
問
題

（
２
月
２
日

午
後
）

  

国

語

（

分
）

 

 
１

こ
の
問
題
用
紙
は
、
試
験
開
始
の
合
図
で
開
く
こ
と
。 

２

問
題
用
紙
お
よ
び
解
答
用
紙
に
受
験
番
号
・
氏
名
を
記
入 

す
る
こ
と
。 

３

答
え
は
す
べ
て
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
。 

４

字
数
制
限
の
あ
る
場
合
は
、
特
別
な
指
示
が
な
い
限
り
、

す
べ
て
句
読
点
や
「

」
（

）
な
ど
の
記
号
を
含
ん
だ

字
数
と
し
て
解
答
す
る
こ
と
。

５

印
刷
が
わ
か
ら
な
い
場
合
は
申
し
出
る
こ
と
。 

６

試
験
終
了
の
合
図
で
や
め
る
こ
と
。 

 
東
京
都
市
大
学
等
々
力
中
学
校 

注

意 

                  氏

名 
              

受
験
番
号 
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一

次
の
―
―
線
の
漢
字
は
ひ
ら
が
な
に
、
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

１
、
金
物
の
生
産
が
盛
ん
だ
。

２
、
久
し
ぶ
り
に
同
窓
の
友
と
会
う
。

３
、
鋼
鉄
製
品
が
名
産
と
な
っ
て
い
る
。

４
、
旅
に
よ
い
日
和
だ
。

５
、
大
き
な
城
を
築
く
。

６
、
組
織
に
カ
メ
イ
す
る
。

７
、
余
計
な
一
言
で
ボ
ケ
ツ
を
掘
る
。

８
、
ア
ン
イ
な
考
え
を
捨
て
る
。

９
、
都
内
の
チ
ン
タ
イ
物
件
を
探
す
。

 
 

、
正
し
い
方
向
へ
と
ミ
チ
ビ
く
。

   

二

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

そ
の
こ
ろ
、
祖
母
は
い
く
つ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

昭
和
三
十
六
、
七
年
の
出
来
事
だ
と
す
る
と
、
明
治
二
十
八
年
生
ま
れ
の
祖
母
は
す
で
に
六
十
の
半な

か

ば
を
過
ぎ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。 

だ
が
、
と
て
も
そ
ん
な
齢と

し

に
は
見
え
な
か
っ
た
。
豊
か
に
結
い
上
げ
た
髪
は
、
ま
っ
た
く

烏
か
ら
す

の
濡
れ
羽ば

い
ろ
で
、
肌
に
は
し
み
ひ
と
つ
な
か
っ
た
。 

そ
の
こ
ろ
の
年
寄
り
は
、
今
と
は
ま
る
で
老
け
具
合
が
ち
が
っ
て
い
た
か
ら
、
は
た
か
ら
見
れ
ば
た
ぶ
ん
①

化
け
物
の
よ
う
な
若
さ
だ
っ
た
ろ
う
と
思
う
。 

僕
は
し
ば
し
ば
息
子
に
ま
ち
が
え
ら
れ
た
し
、
母
と
は
姉
妹
の
よ
う
だ
っ
た
し
、
と
り
わ
け
養
子
だ
っ
た
父
は
、
ま
た
ば
あ
さ
ん
の
亭
主
に
さ
れ
た
と
、
よ
く
愚
痴

ぐ

ち

を
こ

ぼ
し
て
い
た
。 

麻
布
の
写
真
館
主
と
い
う
職
業
が
ら
、
洒
落
者

し
ゃ
れ
も
の

だ
っ
た
祖
父
は
や
は
り
年
齢
よ
り
若
く
見
え
た
が
、
そ
れ
で
も
二
歳
齢
下
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
夫
婦
が
並
べ
ば
お
似
合
い

の
齢
回
り
に
思
え
た
。

Ａ

、
互
い
に
口
を
き
か
ず
に
い
れ
ば
の
話
だ
が
。 

（
注
１
） 
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（
中
略
） 

祖
母
と
芝
居
を
観
に
行
っ
た
帰
り
が
て
ら
、
銀
座
で
寿
司
を
食
っ
た
こ
と
が
あ
る
。 

ち
ょ
う
ど
夕
方
の
か
き
入
れ
ど
き
だ
っ
た
の
か
、
店
内
は
混
ん
で
い
た
。
席
に
つ
い
た
と
た
ん
、
も
の
の
数
分
で
寿
司
が
運
ば
れ
て
き
た
。
腹
を
す
か
し
て
い
た
僕
が
さ

っ
そ
く
手
を
出
そ
う
と
す
る
と
、
祖
母
は
き
つ
い
声
で
言
っ
た
。 

「
②

食
べ
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
。
出
よ
う
」 

「
ど
う
し
て
さ
」
と
、
僕
は
訊た

ず

ね
た
。 

「
ど
う
も
こ
う
も
、
と
も
か
く
食
べ
ち
ゃ
い
け
な
い
―
―
ね
え
さ
ん
、
お
あ
い
そ

（
注
２
）

！
」 

祖
母
は
蟇
口

が
ま
ぐ
ち

か
ら
千
円
札
を
出
し
て
卓
に
置
き
、「
釣
は
い
ら
な
い
よ
」
と
捨
て
ぜ
り
ふ
を
残
し
て
店
を
出
て
し
ま
っ
た
。 

や
は
り
暑
い
夏
の
日
だ
っ
た
と
思
う
。
祖
母
は
レ
ー
ス
の
パ
ラ
ソ
ル
を
不
機
嫌
そ
う
に
回
し
な
が
ら
、
僕
の
手
を
引
き
寄
せ
て
言
っ
た
。 

「
座
っ
た
と
た
ん
に
出
て
く
る
寿
司
な
ん
て
あ
る
も
の
か
。
あ
れ
は
は
な
っ
か
ら
握
っ
て
あ
っ
た
ん
だ
。
い
く
ら
忙
し
い
か
ら
っ
て
、
お
客
を
こ
け
に
し
ち
ゃ
い
け
な
い
―
―

お
な
か
、
す
い
た
ろ
う
。

鰻
う
な
ぎ

で
も
食
べ
よ
う
か
」 

う
ま
い
か
ま
ず
い
か
と
い
う
話
で
は
な
か
っ
た
。
祖
母
は
客
の
顔
も
見
ず
に
寿
司
を
握
っ
た
、
そ
の
性
根

し
ょ
う
ね

が
気
に
入
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

し
ば
ら
く
大
通
り
を
歩
い
て
、
祖
母
の
行
き
つ
け
ら
し
い
鰻
屋
の
暖
簾

の
れ
ん

を
く
ぐ
っ
た
。 

女
将

お
か
み

ら
し
い
中
年
の
女
が
出
て
き
て
、「
き
ぬ
、
、
さ
ん
、
お
達
者
で
何
よ
り
」
と
③

お
愛
想
を
言
っ
た
。
ひ
ど
く
暇
な
鰻
屋
で
、
女
将
は
卓
の
か
た
わ
ら
に
立
っ
た
ま
ま
、
長

い
こ
と
祖
母
と
世
間
話
を
し
て
い
た
。 

鰻
は
な
か
な
か
出
て
こ
な
か
っ
た
。
僕
は
空
腹
に
耐
え
き
れ
ず
、
祖
母
の
た
も
と
を
引
い
て
、「
遅
い
ね
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
」
と
言
っ
た
。 

と
た
ん
に
、
④

祖
母
は
僕
の
手
の
甲
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
叩
い
た
。 

女
将
は
く
す
っ
と
笑
っ
て
奥
へ
入
っ
て
行
っ
た
。
叱し

か

ら
れ
た
理
由
が
僕
に
は
わ
か
ら
な
か
っ
た
。 

「
お
ま
い
、
鰻
屋
で
早
く
し
ろ
は
口
が
さ
け
た
っ
て
言
う
ん
じ
ゃ
な
い
よ
」 

「
ど
う
し
て
さ
」 

「
う
ま
い
鰻
は
そ
れ
だ
け
手
を
か
け
て
焼
く
ん
だ
。
鰻
の
催
促

さ
い
そ
く

は
田
舎
者
と
き
ま
っ
て
る
」 

早
い
寿
司
は
食
う
な
、
遅
い
鰻
は
催
促
す
る
な
と
、
江
戸
前
の
作
法
と
は
何
と
や
か
ま
し
い
の
だ
ろ
う
と
僕
は
思
っ
た
。 

「
ち
ょ
い
と
の
間ま

、
こ
れ
で
辛
抱
お
し
」 

と
、
祖
母
は
僕
の
口
に
ド
ロ
ッ
プ
を
入
れ
て
く
れ
た
。
鼻
に
つ
ん
と
抜
け
る
薄
荷

は
っ
か

の
香
り
を
渋
茶
で
味
わ
い
な
が
ら
、
僕
は
そ
の
と
き
も
や
は
り
、
ガ
ラ
ス
越
し
の
西
日

に
隈
取

く
ま
ど

ら
れ
た
祖
母
の
顔
を
、
美
し
い
と
思
っ
た
。 

（
注
３
） 

た
た
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劇
的
な
記
憶
が
、
ひ
と
つ
だ
け
あ
る
。 

亡
く
な
る
ほ
ん
の
半
年
か
、
一
年
た
ら
ず
前
の
出
来
事
だ
っ
た
と
思
う
。 

そ
の
こ
ろ
突
然
と
、
張
り
の
あ
る
祖
母
の
声
が
嗄か

れ
た
。
咽の

ど

の
痛
み
を
訴
え
、
い
つ
も
飴あ

め

を
な
め
る
よ
う
に
な
っ
た
。
大
の
医
者
嫌
い
だ
っ
た
祖
母
は
、
父
や
母
が
い
く

ら
勧
め
て
も
頑が

ん

と
し
て
病
院
に
行
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。 

い
ち
ど
、
む
り
や
り
連
れ
出
そ
う
と
し
た
祖
父
と
摑つ

か

み
合
い
の
喧
嘩

け
ん
か

に
な
り
、
ス
タ
ジ
オ
の
ス
ポ
ッ
ト
・
ラ
イ
ト
を
割
っ
て
し
ま
っ
た
。
勢
い
余
っ
て
祖
父
の
宝
物
で
あ

る
ラ
イ
カ

（
注
４
）

を
大
上
段
に
⑤

ふ
り
か
ざ
し
た
と
こ
ろ
で
、
家
族
は
わ
あ
っ
と
声
を
上
げ
た
。 

「
ば
ば
あ
、
そ
れ
だ
け
は
勘
弁
し
て
く
れ
」 

と
、
祖
父
も
泣
き
を
入
れ
た
。 

「
あ
、
そ
う
か
。
こ
い
つ
を
ぶ
ち
こ
わ
し
た
ら
、
お
ま
ん
ま
の
食
い
上
げ
か
」 

と
、
祖
母
は
あ
っ
さ
り
正
気
に
戻
っ
た
。 

そ
ん
な
ふ
う
だ
か
ら
、
誰
も
そ
の
後
は
医
者
に
か
か
る
よ
う
勧
め
た
り
は
し
な
く
な
っ
た
。 

三
月
の
節
句
の
こ
ろ
だ
っ
た
と
思
う
。
写
真
館
と
い
う
家
業
は
、
季
節
の
折
々
の
記
念
写
真
を
撮
る
の
で
、
家
に
起
こ
っ
た
出
来
事
に
は
き
ち
ん
と
歳
時
記

さ
い
じ
き

が
付
い
て
い

る
の
だ
。 

た
し
か
ス
タ
ジ
オ
の
ス
ク
リ
ー
ン
の
う
し
ろ
に
は
雛ひ

な

飾か
ざ

り
が
用
意
さ
れ
て
お
り
、
節
句
に
ふ
さ
わ
し
い
桃
の
花
と
、
写
真
う
つ
り
の
良
い
黄
色
の
菜
の
花
が
大
き
な
花
瓶

に
生
け
ら
れ
て
い
た
。 

祖
母
は
何
日
も
前
か
ら
、
日
曜
は
歌
右
衛
門

う

た

え

も

ん

の
先
代
萩

（
注
７
）

を
観
に
行
く
の
だ
と
、
家
じ
ゅ
う
に
触
れ
回
っ
て
い
た
。 

芝
居
と
い
え
ば
い
つ
も
お
伴
を
し
て
い
た
僕
は
、
当
然
連
れ
て
行
っ
て
も
ら
え
る
も
の
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
た
。
と
こ
ろ
が
当
日
に
な
っ
て
、
急
に
子
供
な
ん
ぞ
連
れ
て

行
か
な
い
、
と
言
い
出
し
た
。 

歌
右
衛
門
の
政
岡

ま
さ
お
か

な
の
だ
か
ら
大
入
り
は
ま
ち
が
い
な
い
。
切
符
が
と
れ
や
し
な
い
、
と
い
う
わ
け
だ
。 

よ
そ
い
き
の
仕
度
ま
で
し
て
店
先
に
出
て
い
た
僕
を
宥な

だ

め
な
が
ら
、
母
が
首
を
か
し
げ
た
。 

「
大
入
り
も
何
も
、
お
か
あ
さ
ん
は
い
つ
も
当
日
売
り
の
大
向

お
お
む

こ
う
じ
ゃ
な
い
の
。
そ
れ
だ
っ
て
何
時
間
も
前
か
ら
並
ん
で
る
く
せ
に
」 

「
歌
右
衛
門
の
政
岡
を
子
供
が
観
た
っ
て
、
何
が
わ
か
る
っ
て
い
う
ん
だ
い
。
立
見
の
お
客
の
迷
惑
じ
ゃ
な
い
か
」 

祖
母
は

頑
か
た
く

な
に
言
い
張
っ
た
。 

「
だ
っ
た
ら
お
か
あ
さ
ん
、
そ
れ
な
ら
そ
う
と
言
い
聞
か
せ
て
お
い
て
く
れ
り
ゃ
い
い
の
に
。
何
も
出
が
け
に
な
っ
て
―
―
」 

（
注
５
） 

（
注
６
） 

（
注
８
） 

（
注
９
） 
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「
子
供
だ
っ
て
楽
し
み
に
し
て
る
ん
だ
か
ら
、
は
な
っ
か
ら
連
れ
て
か
な
い
っ
て
い
う
の
は
お
ま
い
、
あ
ん
ま
り
せ
つ
な
い
だ
ろ
う
」 

ぐ
ず
ぐ
ず
と
泣
き
な
が
ら
、
僕
は
祖
母
の
様
子
が
少
し
妙
だ
な
と
思
っ
た
。
何
に
つ
け
て
も
ま
っ
す
ぐ
な
気
性
の
人
で
、
も
し
正
当
な
理
由
が
あ
る
の
な
ら
、
前
も
っ
て

僕
を
納
得
さ
せ
て
お
く
に
ち
が
い
な
か
っ
た
。
祖
母
は
噓う

そ

を
つ
い
て
い
る
と
思
っ
た
。 

「
こ
ら
、
お
客
さ
ん
だ
ぞ
。
静
か
に
し
ね
え
か
」 

と
、
ス
タ
ジ
オ
か
ら
祖
父
が
言
っ
た
。 

「
は
あ
い
、
お
嬢
ち
ゃ
ん
。
こ
こ
か
ら
鳩
が
出
る
よ
ォ
。
い
い
か
ね
、
お
い
っ
ち
、
に
ィ
、
さ
ん
！

ほ
ら
出
た
」 

祖
父
の
仕
事
ぶ
り
を
ち
ら
り
と
横
目
で
見
て
、
⑥

祖
母
は
ほ
う
っ
と
、
背
中
を
畳
む
ほ
ど
の
溜
息
を
つ
い
た
。
そ
れ
か
ら
し
ぶ
し
ぶ
、
僕
の
手
を
引
い
た
。 

（
中
略
） 

祖
母
が
入
院
を
し
た
の
は
、
そ
れ
か
ら
い
く
ら
も
経
た
ぬ
こ
ろ
だ
っ
た
。 

病
院
は
築
地
の
国
立
が
ん
セ
ン
タ
ー
だ
っ
た
か
ら
、
も
ち
ろ
ん
喉
頭

こ
う
と
う

癌が
ん

と
い
う
病
名
ま
で
知
っ
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
家
族
に
黙
っ
て
こ
っ
そ
り
検
査
に
行
き
、
勝
手
に

日
取
り
ま
で
決
め
て
、
さ
っ
さ
と
入
院
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
ま
る
で
熱
海
か
鬼
怒
川
に
で
も
出
か
け
る
よ
う
な
気
軽
さ
だ
っ
た
。 

そ
の
前
の
晩
、
祖
母
は
改
ま
っ
て
話
が
あ
る
と
、
奥
の
間
の
ち
ゃ
ぶ
台
の
ま
わ
り
に
家
族
を
呼
び
集
め
た
。
話
す
前
か
ら
家
じ
ゅ
う
に
し
め
や
か
な
感
じ
が
漂
っ
た
の
は
、

誰
も
が
不
吉
な
予
感
を
抱
い
た
か
ら
だ
ろ
う
。 

灯

明

と
う
み
ょ
う

の
炎
が
、
濡
れ
羽
い
ろ
の
祖
母
の
髪
を
背
中
か
ら
縁
取
っ
て
い
た
。 

い
き
な
り
、
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
た
と
思
う
。 

「
い
い
か
い
、
み
ん
な
肚は

ら

く
く
っ
て
お
聞
き
。
あ
た
し
ァ
癌
だ
。
霞
町
の
お
師
匠

っ
し
ょ

さ
ん
に
、
こ
ん
ど
築
地
に
で
き
た
い
い
お
医
者
を
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
か
ら
、
そ
こ
で
往

生
す
る
。
痛
い
の
辛
い
の
と
、
そ
り
ゃ
あ
多
少
は
じ
た
ば
た
す
る
か
も
し
ら
な
い
が
、
お
天
道

て
ん
と
う

さ
ん
の
決
め
た
こ
と
だ
か
ら
、
お
ま
い
さ
ん
方
も
孝
養
お
さ
め
だ
と
思
っ
て

了

簡

り
ょ
う
け
ん

し
て
お
く
ん
な
い
」 

家
族
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
青
天
の
霹
靂

へ
き
れ
き

だ
っ
た
。
悲
嘆
に
く
れ
る
で
も
驚

愕

き
ょ
う
が
く

す
る
で
も
な
く
、
み
な
た
だ
呆
然

ぼ
う
ぜ
ん

と
し
た
。
決
し
て
噓
を
つ
か
ず
、
愚
痴
も
言
わ
ず
ひ

た
す
ら
見
栄
を
張
り
続
け
る
祖
母
の
性
格
は
、
誰
も
が
承
知
し
て
い
た
。
つ
ま
り
そ
の
告
白
は
、
ど
う
し
よ
う
も
な
い
こ
と
だ
っ
た
。 

「
く
そ
。
格
好
ば
っ
か
し
つ
け
や
が
っ
て
」 

と
、
祖
父
は
唸う

な

る
よ
う
に
よ
う
や
く
言
っ
た
。 

 

気
丈
な
祖
母
は
、
翌
朝
早
く
ひ
と
り
で
入
院
し
て
し
ま
っ
た
。 

裏
木
戸
の
軋き

し

み
に
目
を
覚
ま
し
て
、
部
屋
つ
づ
き
の
物
干
場
に
出
て
み
る
と
、
麻
布
十
番
の
商
店
街
の
向
こ
う
岸
を
、
風
呂
敷
包
み
を
提
げ
て
歩
い
て
行
く
祖
母
の
姿
が

た
め
い
き

（
注

）

（
注

）
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見
え
た
。 

ま
だ
暗
い
う
ち
に
起
き
出
し
、
荷
物
を
ま
と
め
て
そ
っ
と
出
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
そ
れ
が
家
族
に
対
す
る
思
い
や
り
だ
っ
た
の
か
、

Ｂ

だ
っ
た
の
か
は
わ
か

ら
な
い
。 

季
節
は
夏
の
か
か
り
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
だ
動
き
出
さ
ぬ
商
店
街
に
は
う
っ
す
ら
と
朝あ

さ

靄も
や

が
か
か
っ
て
お
り
、
納
豆
売
り
と
し
じ
み
売
り
が
、
甲
高

か
ん
だ
か

い
声
を
上
げ

な
が
ら
店
の
前
を
す
れ
ち
が
っ
た
。 

祖
母
は
藍あ

い

色
の
絽ろ

の
着
物
を
着
、
浅
葱

あ
さ
ぎ

色
の
帯
を
締
め
て
い
た
。
結
い
上
げ
た
髪
と
、
ぐ
い
と
落
と
し
た
後
ろ
襟え

り

の
間
の
う
な
じ
が
、
眩ま

ば

ゆ
い
ほ
ど
に
白
か
っ
た
。
祖
母

は
住
み
慣
れ
た
店
を
振
り
返
り
も
せ
ず
、
凛り

ん

と
背
を
伸
ば
し
て
歩
い
て
行
っ
た
。 

誰
も
見
ち
ゃ
い
な
い
の
に
、
と
僕
は
思
っ
た
。 

（
浅
田 

次
郎
「
雛
の
花
」
よ
り
） 

 

（
注
１
）「
洒
落
者
」
…
…
…
…
服
装
・
動
作
・
言
語
な
ど
が
洗
練
さ
れ
て
い
る
人
。 

（
注
２
）「
お
あ
い
そ
」
…
…
…
飲
食
店
な
ど
の
会
計
。 

（
注
３
）「
隈
取
ら
れ
た
」
…
…
陰
影
や
濃
淡
な
ど
で
境
目
を
つ
け
ら
れ
た
。 

（
注
４
）「
ラ
イ
カ
」
…
…
…
…
ド
イ
ツ
の
ラ
イ
ツ
社
（
現
ラ
イ
カ
カ
メ
ラ
社
）
製
の
カ
メ
ラ
。 

（
注
５
）「
歳
時
記
」
…
…
…
…
こ
こ
で
は
、「
一
年
の
お
り
お
り
の
自
然
・
人
事
な
ど
」
の
意
。 

（
注
６
）「
歌
右
衛
門
」
…
…
…
中
村
歌
右
衛
門
と
い
う
歌
舞
伎
役
者
の
名
前
。 

（
注
７
）「
先
代
萩
」
…
…
…
…
歌
舞
伎
の
演
目
。 

（
注
８
）「
政
岡
」
…
…
…
…
…「
先
代
萩
」
の
登
場
人
物
。 

（
注
９
）「
大
向
こ
う
」
…
…
…
最
上
階
に
あ
る
客
席
。 

（
注

 
 

）「
孝
養
」
…
…
…
…
…
孝
行
。 

（
注

 
 

）「
了
簡
」
…
…
…
…
…
こ
こ
で
は
、「
こ
ら
え
る
こ
と
」
の
意
。 

（
注

 
 

）「
絽
」
…
…
…
…
…
…
絹
織
物
の
一
種
。
夏
の
着
物
に
用
い
る
。 

   

（
注

）
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問

一
、

Ａ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
た
と
え
ば

イ
、
す
な
わ
ち

ウ
、
た
だ
し

エ
、
し
た
が
っ
て 

 
問

二
、
―
―
線
①
「
化
け
物
の
よ
う
な
若
さ
」
と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
祖
母
の
ど
の
よ
う
な
様
子
を
表
し
て
い
ま
す
か
。
文
章
中
の
言
葉
を
使
っ
て
、
三
十
五
字
以
内

で
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問

三
、
―
―
線
②
「
食
べ
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
。
出
よ
う
」
と
祖
母
が
言
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
を
「
～
か
ら
。」
に
続
く
形
で
文
章
中
か
ら
三
十
字
以
内
で
探

し
、
最
初
と
最
後
の
三
字
を
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

問

四
、
―
―
線
③
「
お
愛
想
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
物
事
に
心
を
引
か
れ
、
興
味
関
心
を
示
し
た
言
葉
。 

イ
、
相
手
の
機
嫌
を
と
る
た
め
の
、
人
当
た
り
の
い
い
言
葉
。 

ウ
、
自
分
の
強
い
意
志
に
基
づ
い
た
、
し
っ
か
り
し
た
言
葉
。 

エ
、
こ
と
さ
ら
に
気
ど
っ
て
い
て
、
お
お
げ
さ
な
言
葉
。 

 

問

五
、
―
―
線
④
「
祖
母
は
僕
の
手
の
甲
を
い
や
と
い
う
ほ
ど
叩
い
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。「
祖
母
」
が
「
僕
」
の
「
手
の
甲
」
を
「
叩
い
た
」
理

由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、「
僕
」
が
空
腹
に
耐
え
き
れ
ず
、
祖
母
の
た
も
と
を
引
い
て
見
当
違
い
の
言
動
を
と
っ
た
か
ら
。 

イ
、「
僕
」
が
空
腹
に
耐
え
き
れ
ず
、
女
将
に
対
し
て
嫌
味
と
も
と
れ
る
非
常
識
な
言
動
を
と
っ
た
か
ら
。 

ウ
、「
僕
」
が
空
腹
に
耐
え
き
れ
ず
、
鰻
を
催
促
す
る
と
い
う
江
戸
前
の
礼
儀
を
知
ら
な
い
言
動
を
と
っ
た
か
ら
。 

エ
、「
僕
」
が
空
腹
に
耐
え
き
れ
ず
、
鰻
を
焼
く
店
員
さ
ん
の
苦
労
を
考
え
な
い
無
礼
な
言
動
を
と
っ
た
か
ら
。 

 



－ －

 

問

六
、
―
―
線
⑤
「
ふ
り
か
ざ
し
た
」
の
主
語
を
文
章
中
か
ら
三
字
以
内
で
探
し
、
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

問

七
、
―
―
線
⑥
「
祖
母
は
ほ
う
っ
と
、
背
中
を
畳
む
ほ
ど
の
溜
息
を
つ
い
た
。
そ
れ
か
ら
し
ぶ
し
ぶ
、
僕
の
手
を
引
い
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、「
祖
母
」
が
「
僕
」
を
連

れ
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
経
緯
を
次
の
よ
う
に
説
明
し
ま
し
た
。
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
文
章
中
か
ら
指
定
さ
れ
た
字
数
で
探
し
、
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
て
答

え
な
さ
い
。 

 
祖
母
は
歌
右
衛
門
の
政
岡
は
大
入
り
で
切
符
が
と
れ
な
い
か
ら
「
僕
」
を
連
れ
て
行
け
な
い
と
言
っ
た
が
、
祖
母
は
い
つ
も
歌
舞
伎
を

１
、
九
字

で
見
て
い

る
の
で
、
自
分
の
主
張
に
は

２
、
五
字

が
な
い
こ
と
を
悟
っ
て
、
し
ぶ
し
ぶ
「
僕
」
を
連
れ
て
行
く
こ
と
に
し
た
。 

 

問

八
、

Ｂ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
見
栄

イ
、
孝
養

ウ
、
頑
な
さ

エ
、
噓 

 

問

九
、
祖
母
の
人
物
像
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
向
こ
う
っ
気
が
強
く
、
何
に
つ
け
て
も
自
分
の
我
を
通
し
て
い
る
人
物
。 

イ
、
自
分
よ
り
常
に
家
族
の
こ
と
を
思
い
や
る
、
心
穏
や
か
な
優
し
い
人
物
。 

ウ
、
い
つ
で
も
気
丈
に
ふ
る
ま
う
こ
と
で
、
自
分
の
弱
さ
を
隠
そ
う
と
し
て
い
る
人
物
。 

エ
、
江
戸
前
の
作
法
に
通
じ
、
正
直
で
物
事
の
筋
を
通
そ
う
と
す
る
人
物
。 

      



－ －

 

三

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 ①
科
学
の
問
題
は
、
科
学
者
に
聞
く
。
そ
れ
は
、
間
違
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
で
き
る
だ
け
、
専
門
知
を
活
用
し
て
分
析
や
予
測
が
で
き
る
こ
と
は
必
要
で
す
。 

Ａ

、
一
〇
〇
％
の
客
観
性
な
ど
な
い
こ
と
も
知
っ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
多
く
の
科
学
の
成
果
を
利
用
す
る
と
と
も
に
、
科
学
技
術
に
対
し
て
②

不
安
を
抱
く
こ
と
も

増
え
ま
し
た
。
原
子
力
発
電
、
電
磁
波
環
境
、
加
工
食
品
の
添
加
物
や
遺
伝
子
組
み
換
え
食
品
、
気
候
変
動
（
地
球
温
暖
化
）
な
ど
の
環
境
問
題
、
化
学
物
質
…
…
。
多
く

の
問
題
が
存
在
し
て
い
ま
す
。 

生
活
者
自
身
が
、
科
学
や
科
学
技
術
に
つ
い
て
知
識
を
深
め
る
と
同
時
に
、
不
安
を
生
じ
さ
せ
な
い
科
学
技
術
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
と
い
っ
た
こ
と
も

考
え
て
い
く
と
き
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

生
活
者
が
ほ
ん
と
う
に
求
め
る
科
学
・
科
学
技
術
の
あ
り
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
生
活
者
と
専
門
家
、
そ
し
て
ま
た
異
な
る
分
野
の
専
門
家
同
士
が
そ
れ
ぞ
れ

の
専
門
性
を
生
か
し
な
が
ら
議
論
が
で
き
る
フ
ィ
ー
ル
ド
が
必
要
で
す
し
、
互
い
の
活
発
な
対
話
も
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
生
活
者
が
、
不
安
を
抱
か
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
科
学
技
術
が
す
で
に
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
つ
ね
に
「
発
展
」
の
み
を
念
頭
に
お
い
て
き
た
こ
れ
ま
で
の
姿
勢
に
つ
い
て
も
、
も
う
一
度
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
場
面
も
出
て
く
る
で
し
ょ
う
。 

「
生
活
者
自
身
の
た
め
の
科
学
―
―
リ
ビ
ン
グ
・
サ
イ
エ
ン
ス
」、
生
活
者
と
専
門
家
と
が
と
も
に
つ
く
り
、
実
現
さ
せ
て
い
く
科
学
の
姿
を
提
案
し
た
い
と
思
い
ま
す
。 

③
リ
ビ
ン
グ
・
サ
イ
エ
ン
ス
な
ん
て
、
ち
ょ
っ
と
聞
き
慣
れ
な
い
こ
と
ば
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
も
そ
の
は
ず
、
わ
た
し
た
ち
は
こ
の
数
年
間
、
生
活
者
の
た
め
の
科
学

の
学
び
と
は
な
に
か
、
生
活
者
が
よ
り
よ
く
暮
ら
せ
る
科
学
の
形
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
な
ど
、
い
ろ
い
ろ
な
話
し
合
い
や
研
究
会
を
重
ね
て
き
ま
し
た
。 

科
学
は
生
活
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
は
ず
で
あ
る
、
生
活
の
中
に
科
学
は
た
く
さ
ん
あ
る
、
生
活
し
て
い
る
人
が
も
っ
と
自
由
に
豊
か
に
科
学
を
使
い
こ
な
す
に
は

ど
う
す
れ
ば
い
い
の
か
、
生
活
し
て
い
る
人
が
科
学
的
な
視
点
で
物
事
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
も
っ
と
た
く
さ
ん
の
工
夫
や
楽
し
さ
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
…

…
こ
れ
ら
の
考
え
方
を
表
す
こ
と
ば
は
な
に
か
…
…
。 

「
リ
ビ
ン
グ
・
サ
イ
エ
ン
ス
と
い
う
の
は
ど
う
？
」 

と
い
う
こ
と
ば
が
飛
び
出
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
わ
た
し
た
ち
自
身
の
研
究
会
に
も
、「
リ
ビ
ン
グ
・
サ
イ
エ
ン
ス
・
ラ
ボ
」
と
名
付
け
、
い
よ
い
よ
リ
ビ
ン
グ
・
サ
イ
エ

ン
ス
の
姿
に
つ
い
て
の
議
論
や
試
み
を
は
じ
め
ま
し
た
。 

今
ま
で
な
か
っ
た
こ
と
ば
で
す
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
自
身
も
手
探
り
で
す
し
、
他
の
人
に
も
わ
か
る
よ
う
に
伝
え
る
方
法
を
作
り
出
し
て
行
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

リ
ビ
ン
グ
・
サ
イ
エ
ン
ス
と
は
な
に
か
…
…
。 

「
こ
ん
な
ふ
う
な
こ
と
じ
ゃ
な
い
」「
あ
ん
な
こ
と
も
含
ま
れ
る
」
と
い
う
議
論
を
重
ね
て
い
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
以
前
に
も
、
リ
ビ
ン
グ
・
サ
イ
エ
ン
ス
と
い
う
言
い
方

で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
④

こ
れ
に
近
い
マ
イ
ン
ド
を
持
っ
た
人
が
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
提
案
が
あ
り
ま
し
た
。 

（
注
１
） 
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（
中
略
） 

明
治
か
ら
大
正
に
か
け
て
大
活
躍
し
た
科
学
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
・
寺
田
寅
彦

と
ら
ひ
こ

。
彼
は
漱そ

う

石せ
き

の
俳
句
の
お
弟
子
で
、『
我
輩
は
猫
で
あ
る
』
に
登
場
す
る
理
学
士
・
水
島
寒
月

の
モ
デ
ル
に
も
な
り
ま
し
た
。
第
一
級
の
物
理
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、「
科
学
」「
キ
ネ
マ

（
注
３
）

旬
報
」「
俳
句
研
究
」
と
、
ジ
ャ
ン
ル

（
注
４
）

と
い
う
も
の
に
と
ら
わ
れ
ず
、
と
に
か
く
あ

ち
こ
ち
の
雑
誌
に
エ
ッ
セ
イ
を
執
筆
し
て
い
ま
す
。 

寺
田
寅
彦
（
一
八
七
八
～
一
九
三
五
）
は
、「
手
作
り

ア
ナ
ロ
グ

実
験
」
の
達
人
で
し
た
。
東
京
大
学
の
実
験
物
理
学
教
授
と
し
て
ノ
ー
ベ
ル
賞
級
の
業
績
も
上
げ
て
い
た
の
で
す
が
、 

Ｂ

、
当
時
ま
だ
証
明
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ウ
ェ
ゲ
ナ
ー
の
「
大
陸
移
動
説
」
に
真
っ
先
に
関
心
を
示
し
、
水
あ
め
と
お
し
ろ
い
（
！
）
を
使
っ
て
大
陸
移
動
の
シ
ミ
ュ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し
た
。 

そ
ん
な
寅
彦
の
科
学
エ
ッ
セ
イ
は
、
目
の
前
の
、
さ
さ
や
か
で
あ
り
な
が
ら
具
体
的

リ

ア

ル

な
自
然
現
象
と
、
地
球
規
模
の
壮
大
な
自
然
現
象
や
あ
る
い
は
生
命
現
象
と
を
物
理

学
の
論
理
で
つ
な
ご
う
と
す
る
も
の
で
し
た
。 

も
っ
と
も
有
名
な
エ
ッ
セ
イ
の
ひ
と
つ
「
茶
わ
ん
の
湯
」
は
、
大
正
一
一
年
、
児
童
文
学
雑
誌
「
赤
い
鳥
」
に
掲
載
さ
れ
た
わ
ず
か
六
ペ
ー
ジ
の
小
品
で
す
。
そ
の
中
で

寅
彦
は
、
熱
湯
が
注
が
れ
た
一
個
の
茶
碗
を
見
つ
め
る
こ
と
か
ら
、
茶
碗
の
中
で
生
ま
れ
る
温
度
差
に
よ
っ
て
湯
は
循
環
し
、
そ
の
湯
気
の
立
ち
方
や
お
湯
の
流
れ
方
に
、

竜
巻
や
地
球
の
大
気
の
流
れ
と
同
じ
原
理
が
働
い
て
い
る
こ
と
を
見
い
だ
し
ま
す
。 

ほ
か
に
も
線
香
花
火
や
金
平

こ
ん
ぺ
い

糖と
う

な
ど
を
素
材
に
「
日
常
身
辺
の
物
理
学
」
に
関
す
る
名
エ
ッ
セ
イ
を
次
々
と
執
筆
し
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
寅
彦
か
ら
〈
リ
ビ
ン
グ
・
サ
イ

エ
ン
テ
ィ
ス
ト
〉
を
目
指
す
私
た
ち
が
学
び
た
い
の
は
、
そ
の
〝
論
理
的

ロ
ジ
カ
ル

な
想

像

力

イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン

〟
で
す
。

Ｃ

、「
茶
碗
の
湯
」
か
ら
地
球
の
大
気
循
環
に
思
い
を
は
せ
る
だ
け

で
は
な
く
、
地
球
ス
ケ
ー
ル
の
現
象
と
同
じ
こ
と
が
、
い
ま
目
の
前
の
小
さ
な
器
の
中
で
起
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
感
受
性
で
す
。「
日
常

こ
っ
ち

」
か
ら
「
地
球

あ
っ
ち

」
に
い

く
だ
け
で
な
く
、「
地
球
」か
ら「
日
常
」に
も
戻
っ
て
く
る
こ
と
で「
日
常
」の
世
界
を
も
っ
と
豊
か
に
す
る
。そ
ん
な
〝
論
理
的
想
像
力
〟
を
駆
使
し
た

 

Ⅰ 

は
、

寅
彦
が
詠よ

ん
だ
こ
の
一
句
に
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。 

「
好
き
な
も
の 

イ
チ
ゴ
珈
琲

コ
ー
ヒ
ー

花
美
人 

懐

手

ふ
と
こ
ろ
で

し
て
宇
宙
見
物
」 

寅
彦
は
人
間
と
自
然
の
関
係
性
に
も
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
一
見
非
合
理
的
な
話
で
も
「
迷
信
」
と
切
り
捨
て
た
り
せ
ず
、
人
魂

ひ
と
だ
ま

を
高
圧
放
電
か
ら
説
明
し
よ

う
と
し
た
り
、
日
本
の
国
づ
く
り
神
話
を
地
球
物
理
学
的
に
解
釈
し
た
の
で
す
。 

電
線
や
水
道
、
交
通
な
ど
の
イ
ン
フ
ラ

（
注
６
）

網
が
発
達
し
た
近
代
社
会
で
は
震
災
に
よ
る
混
乱
は
以
前
に
も
増
し
て
甚
大

じ
ん
だ
い

に
な
る
の
が
明
ら
か
な
の
に
、
関
東
大
震
災
後
も
、

い
っ
こ
う
に
対
策
が
進
ま
な
い
状
況
に
繰
り
返
し
警
告
を
発
し
て
い
ま
す
が
、
そ
の
原
因
を
寅
彦
は
人
間
の
忘
れ
っ
ぽ
さ
の
せ
い
と
考
え
ま
し
た
。
た
と
え
ば
昭
和
八
年
に

三
陸
地
方
で
大
地
震
と
津
波
が
発
生
し
三
〇
〇
〇
人
の
死
者
を
出
し
た
際
も
、
そ
の
三
七
年
前
に
ま
っ
た
く
同
じ
災
害
が
起
き
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
三
七
年
の
間
に

（
注
２
） 

（
注
５
） 
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経
験
者
の
多
く
は
死
去
し
、
か
つ
て
の
記
憶
が
薄
れ
て
き
た
頃
に
再
び
悲
劇
は
繰
り
返
し
た
、
と
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
自
然
災
害
の
タ
イ
ム
ス
パ
ン

（
注
７
）

の
長
さ
と
、
人

間
の
記
憶
時
間
（
と
人
生
）
の
短
さ
の
比
較
か
ら
、
こ
の
、
あ
ま
り
に
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
を
後
世
に
残
し
た
の
で
す
。 

「
⑤

天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
」 

（
佐
倉 

統
／
古
田 

ゆ
か
り
「
お
は
よ
う
か
ら
お
や
す
み
ま
で
の
科
学
」
よ
り
） 

 （
注
１
）「
マ
イ
ン
ド
」
…
…
心
。
精
神
。
意
識
。 

（
注
２
）「
漱
石
」
…
…
…
…
小
説
家
、
英
文
学
者
で
あ
る
夏
目
漱
石
の
こ
と
。 

（
注
３
）「
キ
ネ
マ
」
…
…
…
映
画
。
シ
ネ
マ
。 

（
注
４
）「
ジ
ャ
ン
ル
」
…
…
種
類
。
領
域
。
特
に
、
文
芸
・
芸
術
作
品
の
様
式
・
形
態
上
の
分
類
に
つ
い
て
言
う
。 

（
注
５
）「
人
魂
」
…
…
…
…
夜
、
空
中
を
飛
ぶ
青
白
い
火
。
古
く
か
ら
、
死
者
か
ら
抜
け
出
た
霊
が

漂
た
だ
よ

う
も
の
と
さ
れ
る
。 

（
注
６
）「
イ
ン
フ
ラ
」
…
…「
イ
ン
フ
ラ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
ー
」
の
略
。
下
部
構
造
の
意
。
社
会
的
経
済
基
盤
と
社
会
的
生
産
基
盤
と
を
形
成
す
る
も
の
の
総
称
。
道
路
・
港

湾
・
河
川
・
鉄
道
・
通
信
情
報
施
設
・
下
水
道
・
学
校
・
病
院
・
公
園
・
公
営
住
宅
な
ど
が
含
ま
れ
る
。 

（
注
７
）「
ス
パ
ン
」
…
…
…
あ
る
時
間
の
幅
。 

  問

一
、
―
―
線
①
「
科
学
の
問
題
」
と
あ
り
ま
す
が
、
文
章
中
で
は
ど
の
よ
う
な
「
科
学
」
を
目
指
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
ま
す
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た
次
の
文
の
空
欄

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
文
章
中
か
ら
指
定
さ
れ
た
字
数
で
探
し
、
そ
れ
ぞ
れ
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

１
、
三
字

が

２
、
二
字

を
深
め
つ
つ
、

３
、
三
字

と
と
も
に
実
現
さ
せ
て
ゆ
く
よ
う
な
科
学
。 

  問

二
、

Ａ

～

Ｃ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
記
号
は
一
度
し
か
使
え
ま

せ
ん
。 

 ア
、
つ
ま
り

イ
、
と
こ
ろ
で

ウ
、
た
と
え
ば

エ
、
た
だ
し 
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問

三
、
―
―
線
②
「
不
安
を
抱
く
こ
と
も
増
え
ま
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え

な
さ
い
。 

 ア
、
発
展
す
る
こ
と
だ
け
を
考
え
て
き
た
結
果
、
科
学
技
術
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

 

イ
、
た
と
え
科
学
者
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
科
学
技
術
に
関
す
る
諸
問
題
の
解
決
は
困
難
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。 

ウ
、
我
々
人
間
が
真
に
求
め
る
科
学
や
科
学
技
術
だ
け
を
研
究
し
て
き
た
結
果
、
想
定
外
の
問
題
が
発
生
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
。 

エ
、
我
々
人
間
が
発
展
の
み
を
追
求
し
て
き
た
結
果
、
科
学
や
科
学
技
術
に
生
活
を
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。 

 

問

四
、
―
―
線
③
「
リ
ビ
ン
グ
・
サ
イ
エ
ン
ス
」
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の

．
．
．
．
．
．
．
を
次
か
ら
全
て
．
．
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
生
活
者
の
た
め
の
科
学 

イ
、
科
学
者
の
た
め
の
科
学 

ウ
、
生
活
者
が
自
由
か
つ
豊
か
に
使
い
こ
な
せ
る
科
学 

エ
、
科
学
者
が
科
学
的
な
視
点
で
考
え
る
科
学 

オ
、
科
学
者
が
生
活
者
の
視
点
で
考
え
る
科
学 

 問

五
、
―
―
線
④
「
こ
れ
に
近
い
マ
イ
ン
ド
を
持
っ
た
人
」
と
あ
り
ま
す
が
、
寺
田
寅
彦
の
「
マ
イ
ン
ド
」
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適

当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
第
一
級
の
物
理
学
者
で
あ
り
な
が
ら
、
漱
石
の
弟
子
と
し
て
俳
句
に
も
親
し
ん
で
い
た
心
。 

イ
、
大
学
で
ノ
ー
ベ
ル
賞
級
の
業
績
を
上
げ
て
い
る
も
の
の
、「
手
作
り
実
験
」
だ
け
に
こ
だ
わ
り
続
け
た
心
。 

ウ
、
水
あ
め
や
湯
な
ど
の
身
近
な
も
の
か
ら
、
地
球
上
の
壮
大
な
自
然
現
象
を
捉
え
よ
う
と
し
た
精
神
。 

エ
、
線
香
花
火
や
金
平
糖
な
ど
を
使
っ
た
実
験
に
関
す
る
エ
ッ
セ
イ
を
、
次
々
に
執
筆
し
よ
う
と
し
た
精
神
。 
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問

六
、

Ⅰ

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
日
常
を
重
視
し
た
思
考
方
法 

イ
、
日
常
か
ら
非
日
常
へ
の
飛
躍 

ウ
、
自
由
な
発
想
に
よ
る
思
考
実
験 

エ
、
思
考
の
自
在
な
往
復
運
動 

 問

七
、
―
―
線
⑤
「
天
災
は
忘
れ
た
頃
に
や
っ
て
く
る
」
と
あ
り
ま
す
が
、
寺
田
寅
彦
が
こ
の
よ
う
に
言
っ
た
の
は
な
ぜ
で
す
か
。
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
次
の
文
の
空

欄
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
、
文
章
中
の
言
葉
を
使
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
十
五
字
程
度
で
答
え
な
さ
い
。 

 

１
、
十
五
字
程
度

の
に
対
し
て
、

２
、
十
五
字
程
度

か
ら
。 
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四

次
の
資
料
を
見
て
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

                        

資料Ｄ 実は恵まれている！日本の国民皆保険制度
 

日本では1955年頃まで、農業や自営業者、零細企業従業員を中心に国民の約3分の1に当たる約3000万人が無保険者で、

社会問題となっていました。しかし、1958年に国民健康保険法が制定され、61年に全国の市町村で国民健康保険事業が始ま

り、「誰でも」「どこでも」「いつでも」保険医療を受けられる体制が確立しました。 

現在の日本の医療保険制度は、下図のようにすべての国民が何らかの公的医療保険に加入し、お互いの医療費を支え合

う「国民皆保険制度」です。制度の確立からすでに50年以上も経過し、今では国民誰もが、保険証１枚で、どの医療機関にも

かかれるのは当然のことだと思われています。しかし、海外に目を向けると、必ずしもそうではありません。先進国の中でも民

間保険中心の制度もありますし、無保険の国民を多く抱える国も存在します。日本の医療保険制度に対する評価は高く、世界 

トップクラスの長寿国になり、乳児死亡率など

の健康指標も首位を占めています。2000年に

は世界保健機関（WHO）から日本の医療保険

制度は総合点で世界一と評価されました。日

本の国民皆保険制度は世界に誇れる制度な

のです。 

現在働いている人が病院の窓口で支払う金

額は、かかった医療費の３割。残りの７割は、

皆さんと事業主が納める健康保険料から支払

われています。 

（出典：健康保険組合連合会ＨＰより） 

資料Ａ 医療保険（制度）とは
 

相互扶助
ふじ ょ

の精神に基づき、病気やけがに備えてあらかじめお金（保険料）を出し合い、実際に医療を受けたときに、医療費

の支払いに充てる仕組みです。患者はかかった医療費の原則1～3割を支払えば済み、残りは自分が加入する医療保険から

支払われます（保険給付）。日本は全ての国民が公的な医療保険制度への加入を義務づけられています（「国民
こくみん

皆
かい

保険
ほけん

制度
せいど

」）。 

医療保険は、サラリーマンが加入する被用者保険（職域保険）、自営業者・サラリーマンOBなどが加入する国民健康保険

（地域保険）、75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度に分けられます。 

さらに被用者保険は職業によっていくつかの種類があり、主に民間企業のサラリーマンが加入する健康保険組合と全国健

康保険協会（協会けんぽ）、公務員が加入する共済組合などに分かれています。 

 （出典：健康保険組合連合会ＨＰ〈https://www.kenporen.com/〉より） 

健保組合 

約 万人
健保組合

約 万人

健保組合 

約 万人
国民健康保険 

（地域保険） 

約 万人

国民健康康保険

（地域保険）保険）

約 万人

国民健康保険 

（地域保険） 

約 万人
協会けんぽ 

約 万人
協会けんぽ

約 万人

協会けんぽ 

約 万人

後期高齢者医療制度 

約 万人

各種共済組合 

約 万人

被用者保険（職域保険） 

約 万人

出典：厚生労働白書（平成29年度） 

資料Ｃ 日本の国民皆保険制度の特徴 資料Ｂ 医療費の一部負担（自己負担）割合 
について 

①国民全員を公的医療保険で保障。 

②医療機関を自由に選べる。（フリーアクセス） 

③安い医療費で高度な医療。 

④社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維持する

ため、公費を投入。 

（出典：資料Ｂ・Ｃは、厚生労働省ＨＰ「我が国の医療保険について」より） 

一般・低所得者 現役並み所得者

 6歳 
（義務教育就学後）

３割負担

２割負担

75歳 

70歳 

１割負担

２割負担

３割負担
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資料Ｆ 歳以上医療費 割負担、関連法成立 年収 万円から
 

一定の所得がある75歳以上の後期高齢者の医療費窓口負担を1割から2割に引き上げる医療制度改革関連法が4日の参院本会議

で、自民・公明両党などの賛成多数で可決、成立した。単身世帯は年金を含めて年収200万円以上、複数世帯では合計320万円以上

が対象になる。高齢者に収入に応じた支払いを求めて現役世代の負担を抑制する狙いだが効果は限定的だ。 

現在、75歳以上の大半は窓口負担が1割だ。現役並みの所得（単身で年収383万円、複数世帯で520万円以上）の人は3割を負担す

るが全体の7%にすぎない。2割負担の層をつくり、3段階とする。2割負担となるのは75歳以上の約20%で約370万人が該当する。 

                                         （出典：「日本経済新聞」2021年6月4日記事より） 

資料Ｅ 社会保障財政「①焼け石に水」 高齢者負担増でも、現役世代さらに
 

一定の所得がある75歳以上の医療費窓口負担を引き上げる医療制度改革関連法案が3日、参院厚生労働委員会で賛成多数で可決

され、4日の本会議で成立する見通しとなった。高齢者の医療費を賄
まかな

う若い世代の負担を抑制するのが狙いだが、抑制による財政効

果は限られる。審議では、さらなる制度の見直しを求める意見が相次いだ。          （出典：「毎日新聞」2021年6月3日記事より） 

資料Ｇ 負担をめぐる世代間格差の是正が狙い
 

政府が75歳以上の医療費を１割から２割負担へと切り替えようとする背景には、今後、少子高齢化によってますます社会保障費負担

の世代間格差が広がるおそれがあるためです。 

現在、75歳以上の１人当たりの年間医療費は、2016年度時点で平均91万円。３割負担が続いている65歳未満での平均額18万円の５

倍に相当します。しかも医療費全体の４割を現役世代の保険料が支えています。 

現役世代と、実際に手厚い医療を受けている高齢者世代の負担の格差は、2022年にはさらに加速すると予測されています。 

2022年、昭和22〜24年生まれの「団塊
だんかい

の世代」が75歳以上になり始めると、現在の１割負担のままでは社会保障費の極大化が避け

られないからです。これまで、政府は後期高齢者医療制度の創設や介護保険制度の改革など、高齢者の保険料と給付のバランスを図

るべく施策を実施してきました。 

しかし、2025年問題が話題になるように、団塊の世代が75歳以上になると、日本社会は４人に１人が後期高齢者。消費増税や景気の

先行きが不透明な時代に、現役世代の負担はさらに深刻化するのです。 

そのため、政府は2022年からの窓口負担割合の切り替えを急いでいるのです。 

 （出典：「みんなの介護」〈https://www.minnanokaigo.com/〉より） 

資料Ｈ 団塊世代
 

日本の、1947（昭和22）年から1949（昭和24）年にかけて生まれた世代の人間をさす言葉。終戦後の第1次ベビーブームに生まれた

世代で、出生数は約806万人、現在の人口は約700万人で、その前後の世代をあわせて最大の人口集団をつくる。人口が多く入学や就

職できびしい競争を経験してきたため独特の生活意識をもっている世代ともいわれる。「戦争を知らない子どもたち」、1960年代の大学

紛争
ふんそう

にかかわった「全共闘
ぜんきょうとう

世代」ともよばれたが、作家堺屋太一の命名によって「団塊の世代」（団塊世代）の名前が定着した。 

（出典：「学研キッズネット」〈https://kids.gakken.co.jp/〉） 



－ －

 

問

一
、
資
料
Ｅ
中
の
―
―
線
①
「
焼
け
石
に
水
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
で
す
か
。
他
の
資
料
中
の
文
章
か
ら
五
字
以
上
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 

問

二
、
資
料
Ａ
～
Ｈ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の

．
．
．
．
．
．
．
を
次
か
ら
す
べ
．
．
て．
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
医
療
制
度
改
革
関
連
法
の
施
行
に
よ
っ
て
医
療
費
を
二
割
以
上
負
担
す
る
後
期
高
齢
者
の
割
合
は
、
七
十
五
歳
以
上
の
三
割
程
度
に
す
ぎ
な
い
。 

イ
、
六
歳
以
上
七
十
歳
未
満
の
日
本
の
国
民
は
、
医
療
費
の
三
割
は
個
人
で
負
担
す
る
が
、
残
り
の
七
割
は
事
業
主
（
会
社
）
が
支
払
っ
て
く
れ
る
。 

ウ
、
日
本
の
よ
う
に
国
民
誰
も
が
医
療
機
関
を
自
由
に
選
ん
で
診
察
を
受
け
ら
れ
る
の
は
、
海
外
で
は
必
ず
し
も
当
た
り
前
の
こ
と
で
は
な
い
。 

エ
、
公
的
な
財
源
で
個
人
の
医
療
費
負
担
を
抑
え
、
無
保
険
の
国
民
で
も
医
療
機
関
を
自
由
に
選
べ
る
よ
う
に
し
た
こ
と
を
「
フ
リ
ー
ア
ク
セ
ス
」
と
い
う
。 

オ
、
高
齢
化
社
会
を
見
越
し
て
成
立
し
た
ば
か
り
の
「
国
民
皆
保
険
制
度
」
だ
が
、
早
く
も
制
度
見
直
し
の
改
正
案
が
与
党
の
賛
成
多
数
で
可
決
し
た
。 

カ
、
医
療
制
度
改
革
関
連
法
の
成
立
に
よ
っ
て
も
、
例
え
ば
年
収
が
四
百
万
円
以
上
あ
る
単
身
の
後
期
高
齢
者
の
医
療
費
負
担
額
は
こ
れ
ま
で
通
り
で
あ
る
。 

キ
、
二
〇
二
五
年
に
は
団
塊
の
世
代
が
全
て
後
期
高
齢
者
と
な
る
た
め
、
公
的
医
療
保
険
か
ら
の
支
払
額
が
増
え
る
見
込
み
で
あ
る
。 

              




