
2 0 2 3 年 度 一 般 入 学 試 験 問 題

国　　　語【看護学部】
（ 2 月 7 日）

開始時刻　　午後 1時 00 分

終了時刻　　午後 2時 00 分

注 意 事 項

1．試験開始の合図があるまで、この問題冊子の中を見てはいけません。

2．落丁、乱丁、印刷の不鮮明及び解答用紙の汚れなどがあった場合には申し出てください。

3．国語か数学のどちらか 1科目を選択し、該当する解答用紙を切り離して解答してください。2科

目とも解答した場合は、すべて無効となります。

国　　　語　1～ 17 ページ

4．解答用紙には解答欄以外に次の記入欄があるので、監督員の指示に従って、それぞれ正しく記入

し、マークしてください。

① 受験番号欄

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ください。正しくマークされてい

ない場合は、採点できないことがあります。

② 氏名欄

氏名とフリガナを記入してください。

5．解答は解答用紙の解答欄にマークしてください。例えば、 10 と表示のある問いに対して

ⓒと解答する場合は、次の（例）のように解答番号 10 の解答欄のⓒにマークしてください。

　（例）

10 ⓐ　ⓑ　ⓒⓒ　ⓓ　ⓔ

6．問題冊子の余白等は適宜利用してもかまいません。

7．試験終了後、問題冊子は持ち帰ってください。

※ 数学の問題は、本冊子の左開きのページにあります。







一　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
〜
八
に
答
え
な
さ
い
。

哲
学
は
総
じ
て
根
源
、
つ
ま
り
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
「
他
の
事
柄
に
対
し
て
先
だ
つ
も
の
」
を
探
求
し
ま
す
。
た
と
え
ば
、
「
宇
宙
の
始
ま
り
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」
と

い
う
自
然
哲
学
の
問
い
は
、
現
在
の
宇
宙
の
す
べ
て
に
時
間
的
に
先
だ
つ
も
の
に
向
け
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
「
法
律
は
な
ぜ
妥
当
性
を
持
つ
の
か
」
と
い
う
法
哲
学
の
問
い
は
、

個
々
の
法
律
の
条
文
に
先
だ
っ
て
、
そ
も
そ
も
法
律
が
法
律
と
し
て
意
味
を
持
つ
た
め
の
条
件
に
向
け
ら
れ
ま
す
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
だ
つ
も
の
を
ま
と
め
て

「
ア
ル
ケ
ー
」
と
よ
び
ま
し
た
。
な
お
、
現
代
に
は
、
根
源
を
問
う
こ
と
の
無
意
味
さ
や
暴
力
性
を
指
摘
す
る
、
や
や
屈
折
し
た
哲
学
者
も
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
宇
宙
や
法
律
の
成
り
た
ち
を
探
る
だ
け
な
ら
、
宇
宙
学
者
や
法
学
者
の
ほ
う
が
よ
く
で
き
そ
う
で
す
。
彼
ら
は
実
際
に
宇
宙
を
観
察
し
、
法
律
の
条
文
に
日
々
取

り
く
ん
で
い
る
の
で
す
か
ら
。
そ
れ
で
は
、
い
か
に
も
哲
学
に
ふ
さ
わ
し
い
テ
ー
マ
と
は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
宇
宙
で
あ
れ
法
律
で
あ
れ
、
そ
の
他
な
ん
で
あ
れ
、
あ

ら
ゆ
る
他
A

の
事
柄
よ
り
も
先
行
す
る
究
極
の
先
だ
つ
も
の
を
問
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
哲
学
の
お
よ
そ
２
６
０
０
年
の
歴
史
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
答
え
が
出
さ
れ
ま

し
た
。
こ
れ
ら
の
答
え
の
多
様
性
に
は
、
古
代
か
ら
現
代
に
い
た
る
哲
学
史
上
の
チ
カ
ア

ク
変
動
が
映
し
だ
さ
れ
て
い
ま
す
。
以
下
で
は
、
そ
れ
ら
の
解
答
を
概
観
し
た
う
え
で
、

そ
う
し
た
伝
統
的
な
先
だ
つ
も
の
に
対
し
て
、
「
問
う
」
は
た
ら
き
が
先
だ
つ
こ
と
を
説
明
し
ま
す
。

大
き
く
ま
と
め
る
と
、
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
、
究
極
の
先
だ
つ
も
の
は
二
種
類
の
順
序
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
表
現
も
あ
わ
せ
て
言
う

と
、
そ
れ
は
「
存
在
の
順
序
」　
　

本
性
に
お
い
て
先
な
る
も
の　
　

と
「
認
識
の
順
序
」　
　

我
々
に
と
っ
て
先
な
る
も
の　
　

の
二
つ
で
す
。

存
在
の
順
序
と
は
、
何
か
が
存
在
す
る
た
め
に
前
提
さ
れ
る
も
の
の
順
序
で
す
。
た
と
え
ば
、
東
京
駅
も
ウ
ォ
ン
バ
ッ
ト
も
、
三
次
元
に
広
が
る
物
体
が
な
け
れ
ば
存
在
で
き

ま
せ
ん
。
こ
の
と
き
、
存
在
の
順
序
で
、

Ｘ

は
東
京
駅
や
ウ
ォ
ン
バ
ッ
ト
に
先
だ
ち
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
順
序
に
お
け
る
究
極
の
先
だ
つ
も
の
と
は
、
物
体
は
も

ち
ろ
ん
、
三
角
形
の
よ
う
な
数
学
的
対
象
や
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
の
よ
う
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
中
の
人
物
を
も
ふ
く
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
存
在
者
に
と
っ
て
存
在
す

る
た
め
に
前
提
さ
れ
る
も
の
と
な
り
ま
す
。
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
で
し
ょ
う
か
？　

こ
の
問
い
へ
の
古
典
的
な
解
答
は
、
「
存
在
」
を
挙
げ
る
も
の
で
す
。

存
在
と
は
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。

Ｙ

存
在
を
主
題
と
し
た
最
初
の
哲
学
者
は
、
先
ソ
ク
ラ

テ
ス
期
の
哲
学
者
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
（
紀
元
前
５
１
５
頃
‐
前
４
４
５
頃
）
で
す
。
彼
は
、
流
れ
さ
っ
た
過
去
も
こ
れ
か
ら
や
っ
て
く
る
未
来
も
な
い
「
永
遠
の
今
」
と
し
て
、
存

在
を
性
格
づ
け
ま
す
。
【
①
】
な
ぜ
な
ら
、
過
去
も
未
来
も
あ
る
意
味
で
存
在
す
る
以
上
、
「
あ
る
」
は
時
間
的
に
過
ぎ
さ
っ
て
非
存
在
に
変
わ
る
こ
と
が
な
く
、
い
つ
で
も
現

前
す
る
か
ら
で
す
。
や
や
後
の
世
代
に
生
ま
れ
た
プ
ラ
ト
ン
は
、
こ
う
し
た
存
在
概
念
を
引
き
受
け
て
、
刻
一
刻
と
流
れ
さ
る
感
覚
の
現
れ
を
超
え
る
同
一
性　
　

机
そ
の
も

の
、
善
そ
の
も
の　
　

に
よ
っ
て
存
在
者
を
そ
れ
と
し
て
あ
ら
し
め
る
イ
デ
ア
の
概
念
を
提
唱
し
ま
し
た
。
【
②
】
ま
た
、
彼
の
弟
子
だ
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（
紀
元
前

３
８
４
‐
前
３
２
２
）
は
、
イ
デ
ア
論
を
批
判
的
に
受
け
つ
ぐ
形
で
、
「
何
で
あ
る
か
」
を
定
め
る
形け
い

相そ
う

（
エ
イ
ド
ス
）
を
、
感
覚
さ
れ
る
実
体
（
ウ
ー
シ
ア
）
に
内
在
化
さ
せ
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ま
し
た
。
【
③
】

ま
た
、
存
在
だ
け
で
な
く
、
神
も
存
在
の
順
序
に
お
け
る
先
だ
つ
も
の
と
み
な
さ
れ
ま
し
た
。
【
④
】
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
（
３
５
４
‐
４
３
０
）
や
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス

（
１
２
２
５
頃
‐
１
２
７
４
）
に
代
表
さ
れ
る
中
世
哲
学
は
、
プ
ラ
ト
ン　
　

な
い
し
新
プ
ラ
ト
ン
主
義　
　

と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
継
承
し
つ
つ
、
キ
リ
ス
ト
教
な
ど
の
一
神

教
に
お
け
る
「
無
か
ら
の
創
造
」
説
に
接
続
し
ま
し
た
。
こ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
は
、
万
物
の
本
質　
　

イ
デ
ア
や
形
相　
　

を
設
計
す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
現
実
に
存
在

さ
せ
る
も
の
、
つ
ま
り
、
万
物
に
存
在
を
贈
与
す
る
も
の
と
し
て
の
神
の
概
念
で
す
。
【
⑤
】
こ
う
し
て
古
代
と
中
世
の
哲
学
で
は
、
概
し
て
存
在
の
順
序
に
し
た
が
っ
て
、
先

だ
つ
も
の
が
探
求
さ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
に
対
し
、
認
識
の
順
序
と
は
、
認
識
す
る
も
の
に
と
っ
て
事
柄
が
と
ら
え
ら
れ
る
順
序
、
つ
ま
り
、
把
握
し
て
理
解
す
る
営
み
が
成
立
す
る
順
序
で
す
。
た
と
え
ば
、
自

然
界
と
わ
れ
わ
れ
人
間
で
考
え
ま
し
ょ
う
。
当
然
、
自
然
界
の
物
質
が
存
在
し
な
け
れ
ば
人
間
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
存
在
の
順
序
で
、
自
然
は
人
間
に
先
だ
ち
ま

す
。
し
か
し
、
「
自
然
は
人
間
に
先
だ
つ
」
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
そ
B

れ
に
先
だ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
「
自
然
と
人

間
は
等
し
く
物
質
で
で
き
て
い
る
」
や
、
そ
も
そ
も
「
人
間
に
は
身
体
と
精
神
が
あ
る
」
な
ど
の
理
解
で
す
。
つ
ま
り
、
も
っ
と
も
手
近
な
話
題
で
あ
る
人
間
に
つ
い
て
理
解
し

て
い
て
は
じ
め
て
、
人
間
と
自
然
の
関
係
へ
と
理
解
を
広
げ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
哲
学
史
上
、
こ
の
認
識
の
順
序
で
他
の
す
べ
て
に
先
だ
つ
と
さ
れ
た
も
の
は
「
自

我
」
で
す
。

自
我
と
は
、
思
考
や
知
覚
の
よ
う
な
世
界
に
向
か
う
活
動
の
ニ
イ

ナ
い
手
、
し
か
も
、
自
分
を
そ
れ
と
自
覚
で
き
る
ニ
ナ
い
手
で
す
。
よ
く
知
ら
れ
た
例
を
借
り
る
と
、
蜜み
つ

蝋ろ
う

を

見
る
と
き
、
見
て
い
る
当
人
は

Ｚ

を
理
解
し
て
い
ま
す
。
蜜
蝋
を
見
る
動
作
の
主
体
、
つ
ま
り
自
我
と
し
て
自
分
を
理
解
す
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
、
認
識
の
順

序
で
、
自
我
は
先
だ
つ
も
の
と
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
答
え
を
も
っ
と
も
表
明
的
に
与
え
た
の
が
、
近
C

代
哲
学
の
出
発
点
と
な
っ
た
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
（
１
５
９
６
‐

１
６
５
０
）
で
す
。
皆
さ
ん
に
も
馴
染
み
深
い
「
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
あ
り
」
を
想
起
し
て
く
だ
さ
い
。
デ
カ
ル
ト
は
、
絶
対
に
確
実
な
知
識
を
求
め
て
、
少
し
で
も
疑
え
る
も

の
は
存
在
し
な
い
と
想
定
す
る
コ
ウ

チ
ョ
ウ
的
懐
疑
を
お
こ
な
い
、
目
や
耳
に
よ
る
感
覚
的
認
識
や
、
数
学
の
知
識
、
さ
ら
に
は
世
界
の
実
在
ま
で
も
疑
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
最

後
に
彼
は
「
疑
っ
て
い
る
自
分
自
身
の
存
在
は
疑
え
な
い
」
と
い
う
洞
察
に
達
し
ま
す
。
こ
れ
が
「
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
あ
り
」
と
い
う
コ
ギ
ト
命
題
の
意
味
で
す
。
そ
こ
か
ら

彼
は
、
自
我
（
「
エ
ゴ
」
）
が
思
考
す
る
内
容
（
「
観
念
」
）
に
そ
く
し
て
、
神
と
自
然
の
実
在
を
証
明
し
よ
う
と
し
ま
し
た
。
そ
う
す
る
と
、
現
代
を
代
表
す
る
哲
学
史
家
の

ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
マ
リ
オ
ン
（
１
９
４
６
‐
）
が
言
う
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の
論
理
に
お
い
て
、
第
一
か
つ
絶
対
確
実
に
認
識
さ
れ
る
も
の
が
自
我
だ
か
ら
、
ま
ず
自
我
の

認
識
か
ら
出
発
し
て
、
次
に
そ
れ
以
外
の
存
在
者
へ
と
認
識
が
広
げ
ら
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
の
デ
カ
ル
ト
革
命
に
よ
り
近
代
哲
学
は
、
主
観
的
意
識
か
ら
客
観
的
世
界
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
再
構
築
す
る
よ
う
に
方
向
づ
け
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
い
わ
ば
認
識
の
順
序
に
し
た
が
っ
た
哲
学
探
求
で
す
。

（
景
山
洋
平
『
「
問
い
」
か
ら
始
ま
る
哲
学
入
門
』
に
よ
る
。
設
問
の
関
係
上
、
本
文
を
改
め
た
と
こ
ろ
に
＊
を
付
し
た
。）

＊
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問
一　

傍
線
部
ア
〜
ウ
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
ア
が

1

、
イ
が

2

、
ウ
が

3

。

ⓐ

カ
ク
実
験
が
繰
り
返
さ
れ
る

ⓑ　

コ
ウ
カ
ク
類
の
展
示

ア　

チ
カ
ク

⎩｜⎩｜⎩ ⎨｜⎨｜ ｜⎨｜⎨ ⎧｜⎧｜
ⓒ　

カ
メ
ラ
の
ガ
カ
ク
に
収
ま
る

ⓓ

カ
ク
リ
ョ
ウ
会
議
が
行
わ
れ
る

ⓔ　

返
却
期
日
を
カ
ク
ヤ
ク
す
る

ⓐ

タ
ン
カ
で
運
ば
れ
る

ⓑ

タ
ン
ト
ウ
直
入
に
尋
ね
る

イ　

ニ
ナ
い
手

⎩｜⎩｜⎩ ⎨｜⎨｜ ｜⎨｜⎨ ⎧｜⎧｜
ⓒ　

絵
具
で
ノ
ウ
タ
ン
を
つ
け
る

ⓓ

タ
ン
セ
イ
な
身
の
こ
な
し

ⓔ　

一
年
の
計
は
ガ
ン
タ
ン
に
あ
り

ⓐ　

風
船
が
フ
ク
ら
む

ⓑ　

仲
間
を
ヨ
ぶ

ウ　

コ
チ
ョ
ウ

⎩｜⎩｜⎩ ⎨｜⎨｜ ｜⎨｜⎨ ⎧｜⎧｜
ⓒ

チ
イ
さ
な
靴

ⓓ　

油
が
カ
タ
ま
る

ⓔ　

仕
事
に
ホ
コ
り
を
も
つ

問
二　

傍
線
部
Ａ
「
他
の
事
柄
よ
り
も
先
行
す
る
究
極
の
先
だ
つ
も
の
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の

記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

4

。

ⓐ　

宇
宙
の
す
べ
て
に
お
い
て
時
間
的
に
先
だ
つ
も
の

ⓑ　

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
「
ア
ル
ケ
ー
」
に
該
当
す
る
も
の

ⓒ　

古
代
か
ら
現
代
に
至
る
過
程
の
哲
学
史
上
の
様
々
な
答
え

ⓓ　

あ
る
事
柄
よ
り
も
順
序
的
に
先
だ
つ
も
の
す
べ
て

ⓔ　

も
の
の
本
性
と
認
識
主
体
に
と
っ
て
先
な
る
も
の
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問
三　

空
欄

Ｘ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

5

。

ⓐ　

前
提
さ
れ
る
も
の

ⓑ　

存
在
者

ⓒ　

ア
ル
ケ
ー

ⓓ　

三
次
元
の
物
体

ⓔ　

現
前
す
る
対
象

問
四　

空
欄

Ｙ

に
は
、
次
の
①
〜
④
の
各
文
が
入
る
。
正
し
い
順
に
並
べ
る
と
す
れ
ば
、
ど
れ
が
最
も
適
切
か
。
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の

記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

6

。

①　

も
ち
ろ
ん
、
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
は
物
体
と
同
じ
よ
う
に
は
存
在
し
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
そ
れ
に
つ
い
て
「
探
偵
で
あ
る
」
と
語
れ
ま
す
。

②　

東
京
駅
も
ウ
ォ
ン
バ
ッ
ト
も
「
あ
る
」
し
、
三
角
形
も
シ
ャ
ー
ロ
ッ
ク
・
ホ
ー
ム
ズ
も
そ
れ
ぞ
れ
「
あ
り
」
ま
す
。

③　

こ
の
点
で
、
「
存
在
」
は
存
在
の
順
序
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
先
だ
ち
ま
す
。

④　

こ
の
よ
う
に
「
あ
る
」
は
な
ん
で
あ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
等
し
く
当
て
は
ま
る
概
念
で
あ
り
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
し
か
た
で
成
立
す
る
と

き
に
か
な
ら
ず
前
提
と
さ
れ
る
事
実
で
す
。

ⓐ　

①
↓
②
↓
③
↓
④

ⓑ　

①
↓
②
↓
④
↓
③

ⓒ　

②
↓
①
↓
③
↓
④

ⓓ　

②
↓
①
↓
④
↓
③

ⓔ　

②
↓
④
↓
①
↓
③

＊
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問
五　

次
の
文
は
本
文
の
【
①
】
〜
【
⑤
】
の
ど
こ
に
入
る
文
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答

番
号
は
、

7

。

こ
の
場
合
、
た
と
え
ば
机
を
机
た
ら
し
め
る
本
質
は
、
目
で
見
て
手
で
触
れ
ら
れ
る
個
々
の
机
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

ⓐ　

【
①
】

ⓑ　

【
②
】

ⓒ　

【
③
】

ⓓ　

【
④
】

ⓔ　

【
⑤
】

問
六　

傍
線
部
Ｂ
「
そ
れ
に
先
だ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
あ
る
が
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か

ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

8

。

ⓐ　

「
自
然
は
人
間
に
先
だ
つ
」
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
自
然
と
人
間
の
関
係
性
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
。

ⓑ　

「
自
然
は
人
間
に
先
だ
つ
」
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
に
発
言
し
た
り
認
識
し
た
り
す
る
人
間
に
つ
い
て
の
認
識
が
不
可
欠
で
あ
る
た
め
。

ⓒ　

「
自
然
は
人
間
に
先
だ
つ
」
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
人
間
よ
り
先
に
自
然
が
存
在
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
た
め
。

ⓓ　

「
自
然
は
人
間
に
先
だ
つ
」
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
人
間
に
と
っ
て
自
然
が
ど
の
よ
う
な
価
値
が
あ
る
か
を
知
っ
て
お
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
た
め
。

ⓔ　

「
自
然
は
人
間
に
先
だ
つ
」
と
主
張
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
存
在
に
目
を
向
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
た
め
。
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問
七　

空
欄

Ｚ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

9

。

ⓐ　

自
分
が
蜜
蝋
を
見
て
い
る
こ
と

ⓑ　

自
分
が
見
て
い
る
も
の
が
蜜
蝋
で
あ
る
こ
と

ⓒ　

自
分
が
現
実
の
世
界
に
生
き
て
い
る
こ
と

ⓓ　

自
分
が
認
識
の
主
体
と
し
て
優
れ
て
い
る
こ
と

ⓔ　

自
分
が
人
間
で
あ
る
こ
と

問
八　

傍
線
部
Ｃ
「
近
代
哲
学
の
出
発
点
」
で
あ
る
と
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号

を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

10

。

ⓐ　

「
疑
っ
て
い
る
自
分
自
身
の
存
在
は
疑
え
な
い
」
と
い
う
発
見
が
、
古
代
哲
学
に
見
ら
れ
な
い
考
え
方
で
あ
る
た
め
。

ⓑ　

「
我
思
う
、
ゆ
え
に
我
あ
り
」
と
い
う
命
題
に
よ
り
、
自
我
を
定
位
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
。

ⓒ　

自
我
が
思
考
す
る
内
容
に
そ
く
し
て
、
神
と
自
然
の
実
在
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
た
め
。

ⓓ　

把
握
し
て
理
解
す
る
営
み
が
成
立
す
る
順
序
に
お
い
て
、
自
我
が
究
極
的
に
先
だ
つ
と
さ
れ
た
た
め
。

ⓔ　

自
我
を
起
点
と
し
て
客
観
的
な
世
界
を
理
解
す
る
と
い
う
新
た
な
哲
学
が
可
能
に
な
っ
た
た
め
。
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二　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
〜
六
に
答
え
な
さ
い
。

民
俗
学
と
は
、
人
々
の
「ＡＡ
せ
つ
な
さ
」
と
「
し
ょ
う
も
な
さ
」
に
寄
り
添
う
学
問
で
は
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
物
言
い
は
、
あ
ま
り
に
文
学
的
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う

か
。
「
せ
つ
な
さ
」
と
は
、
人
々
が
そ
れ
ぞ
れ
生
き
る
時
代
や
地
域
や
状
況
の
な
か
で
、
ひ
た
む
き
に
忍
耐
と
工
夫
を
重
ね
、
一
生
懸
命
に
「
日
々
の
暮
ら
し
」
を
営
ん
で
い
る

こ
と
へ
の
感
嘆
と
讃さ
ん

辞じ

で
あ
る
。
そ
の
一
方
、
そ
う
し
た
人
々
が
、
し
ば
し
ば
心
無
い
差
別
や
抑
圧
や
暴
力
の
被
害
者
と
な
り
、
逆
に
加
害
者
と
な
り
、
あ
る
い
は
無
責
任
な
傍

観
者
と
な
る
。
そ
し
て
、
そ
の
過
ち
に
学
ぶ
と
こ
ろ
な
く
、
あ
る
い
は
、
学
ん
で
も
す
ぐ
に
忘
れ
て
し
ま
い
、
ま
た
同
じ
過
ち
を
繰
り
返
す
。
そ
う
い
っ
た
人
々
が
抱
え
込
む

「
し
ょ
う
も
な
さ
」
も
、
残
念
な
こ
と
に
認
め
ざ
る
を
え
な
い
私
た
ち
の
世
界
の
一
面
で
あ
る
。
「
せ
つ
な
さ
」
と
「
し
ょ
う
も
な
さ
」
は
、
人
間
世
界
に
あ
ざ
な
え
る

Ｘ

の
ご
と
く
立
ち
現
れ
る
。
そ
の
厄
介
な
混こ
ん

沌と
ん

か
ら
目
を
背
け
る
こ
と
な
く
、
一
つ
一
つ
の
因
果
関
係
を
解
き
ほ
ぐ
し
、
「
し
ょ
う
も
な
さ
」
の
克
服
に
挑
み
続
け
る
こ

と
、
そ
の
た
め
の
健
全
な
認
識
力
と
実
践
力
を
育
む
こ
と
こ
そ
が
、
民
俗
学
と
い
う
学
問
の
初
志
で
あ
る
。

私
た
ち
の
日
々
の
暮
ら
し
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
営
み
が
縦
横
無
尽
に
交
錯
し
た
膨
大
な
累
積
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
食
べ
た
り
、
着
た
り
、
住
ん
だ
り
し
な
い
わ
け
に
い
か
な
い

し
、
そ
う
し
た
消
費
生
活
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
働
い
て
そ
の
成
果
を
必
需
と
交
換
す
べ
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
産
と
流
通
の
営
み
が
必
須
と
な
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
、
小
は

家
族
か
ら
大
は
地
球
社
会
に
至
る
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
規
模
と
構
造
を
も
つ
人
間
関
係
が
不
可
避
的
に
介
在
す
る
。
こ
の
よ
う
な
人
々
の
生
き
る
営
み
は
、
近
代
以
降
、
「
資
本

主
義
」
と
い
う
名
の
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
か
つ
グ
ロ
ー
バ
ル
な
社
会
変
容
に
よ
っ
て
決
定
的
に
変
質
し
、
そ
し
て
そ
の
プ
ロ
セ
ス
は
今
な
お
続
い
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
時
に
一
抹

の
ア
ン
ソ
ア

ク
を
覚
え
つ
つ
も
、
食
べ
物
か
ら
仕
事
場
か
ら
人
間
関
係
に
い
た
る
ま
で
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
局
面
を
め
ぐ
っ
て
、
漠
然
と
し
た
、
あ
る
い
は
歴
然
と
し
た
不
安
や
不

満
に
直
面
し
つ
つ
、
日
々
の
暮
ら
し
を
営
ん
で
い
る
。

そ
Ｂ

れ
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
「
現
在
」
へ
と
至
っ
た
の
か
。
そ
こ
か
ら
不
安
や
不
満
を
取
り
除
く
に
は
い
か
な
る
処
方
箋
が
有
効
な
の
か
。
こ
の
超
難
題
に
立
ち
向
か
う
た
め

に
民
俗
学
が
発
見
し
た
糸
口
が
、
「
民
俗
資
料
」
と
い
う
新
た
な
資
料
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
。
あ
ら
か
じ
め
結
論
を
述
べ
る
と
、
そ
れ
は
「
私
（
た
ち
）
」
の
こ
と
だ
。
「
私

（
た
ち
）
」
が
、
い
ま
、
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
生
き
て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
が
、
ど
れ
ほ
ど
さ
さ
や
か
な
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
人
類
の
「
歴
史
」
の
一

部
分
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
私
（
た
ち
）
」
に
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
は
ず
の
「
歴
史
」
を
引
き
ず
り
出
し
、
そ
の
来
歴
と
性
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
、
原
理
的
に
不

可
能
で
は
な
い
は
ず
だ
。
こ
の
「
私
（
た
ち
）
が
資
料
で
あ
る
」
と
い
う
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
こ
そ
が
、
民
俗
学
と
い
う
学
問
に
よ
る
最
大
の
方
法
論
的
貢
献
で
あ
る
（
と
筆
者

は
思
う
）
。

こ
の
こ
と
は
、
必
然
的
に
、
己
の
持
つ
五
感
を
総
動
員
し
て
対
象
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
身
体
レ
ベ
ル
の
方
法
論
を
要
請
す
る
。
そ
れ
が
、
「
三
部
分
類
」
で
あ
る
。
目
で
見
え

る
が
ゆ
え
に
何
人
に
も
観
察
可
能
と
な
る
「
有
形
文
化
」
。
言
葉
で
語
ら
れ
る
が
ゆ
え
、
耳
を
傾
け
る
た
め
の
言
語
習
得
が
必
須
と
な
る
「
言
語
芸
術
」
。
目
に
も
見
え
ず
、
耳

（
注
１
）

（
注
２
）

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
こ
そ
が
、
民
俗
学
と
い
う
学
問
に
よ
る
最
大
の
方
法
論
的
貢
献
で
あ
る

（
注
２
）

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
こ
そ
が
、
民
俗
学
と
い
う
学
問
に
よ
る
最
大
の
方
法
論
的
貢
献
で
あ
る
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で
も
聞
こ
え
な
い
た
め
、
当
事
者
が
自
ら
の
心
の
内
に
分
け
入
る
ほ
か
な
い
「
心
意
現
象
」
。
民
俗
資
料
の
存
在
形
態
、
認
識
に
動
員
す
る
感
覚
と
メ
デ
ィ
ア
、
採
集
を
に
な
う

主
体
の
属
性
を
整
理
し
た
こ
の
図
式
は
、
「
民
俗
資
料
」
と
い
う
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
を
切
り
拓ひ
ら

か
ん
が
た
め
に
編
み
出
さ
れ
た
、
等
身
大
で
あ
り
な
が
ら
全
面
的
に
「
世
界
」
と
渡

り
合
う
た
め
の
、
渾こ
ん

身し
ん

の
知
的
サ
バ
イ
バ
ル
・
ツ
ー
ル
な
の
だ
。

普
通
の
人
々
の
日
々
の
暮
ら
し
を
ま
る
ご
と
捕
ま
え
よ
う
と
す
る
大
胆
な
問
題
意
識
。
そ
れ
は
、
対
象
を
限
定
す
る
こ
と
で
精
緻
化
を
試
み
る
通
常
の
学
問
分
野
の
規
範
か
ら

す
れ
ば
、
ほ
と
ん
ど
蛮
勇
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
既
存
の
学
問
分
野
の
分
節
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
〈
生
き
る
こ
と
〉
の
原
形
の
よ
う
な
も
の
を
掬す
く

い
取
ろ
う
と
す
る
な

ら
、
そ
の
蛮
勇
に
あ
え
て
飛
び
込
ま
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
複
雑
極
ま
り
な
い
リ
ア
ル
な
世
界
の
も
つ
ゴ
ツ
ゴ
ツ
と
し
た
質
感
に
こ
だ
わ
り
続
け
る
こ
と
。
そ
れ
は
、
デ
ィ
シ
プ

リ
ン
の
分
節
化
に
疑
問
符
を
突
き
付
け
る
〈
ア
ン
チ
・
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
〉
な
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
の
果
て
に
新
た
な
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
を
胎
動
さ
せ
て
い
く
〈
プ
ロ
ト
・
デ
ィ

シ
プ
リ
ン
〉
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
Ｃ

ん
な
地
平
に
こ
そ
、
民
俗
学
の
可
能
性
は
発
動
す
る
。

本
書
は
、
そ
う
し
た
民
俗
学
と
い
う
企
図
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
、
筆
者
の
さ
さ
や
か
な
知
識
と
経
験
に
基
づ
き
な
が
ら
、
可
能
な
限
り
簡
潔
に
ジ
イ

ョ
ジ
ュ
ツ
し
よ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
方
針
を
掲
げ
て
お
く
と
、

　

①
基
本
概
念
を
確
認
す
る
こ
と

　

②
民
俗
学
の
古
典
に
学
ぶ
こ
と

　

③
特
殊
と
普
遍
を
往
還
す
る
こ
と

　

④
人
類
史
・
自
然
史
を
見
据
え
る
こ
と

　

⑤
前
近
代
／
近
代
／
現
在
と
い
う
流
れ
を
踏
ま
え
る
こ
と

等
々
を
目も
く

論ろ

ん
で
い
る
。
こ
れ
ま
た
、
「
新
書
」
と
い
う
容
量
を
考
え
る
と
、
あ
ま
り
に
無
謀
か
も
し
れ
な
い
。

そ
も
そ
も
、
浅
学
菲ひ

才さ
い

の
筆
者
が
こ
う
し
た
課
題
に
挑
む
こ
と
自
体
、
ど
う
考
え
て
も
無
謀
だ
。
正
直
、
も
っ
と
キ
チ
ン
と
研
究
を
重
ね
て
か
ら
取
り
組
み
た
か
っ
た
と
思
っ

て
い
る
の
だ
が
、
と
は
い
え
、
そ
れ
で
は
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
書
き
出
せ
な
い
だ
ろ
う
こ
と
も
容
易
に
想
像
が
つ
く
。
こ
こ
は
腹
を
決
め
る
し
か
な
い
。
民
俗
学
が
「
等
身
大
の

Ｙ

」
へ
の
挑
戦
だ
と
す
る
な
ら
、
巨
大
な
世
界
に
対た
い

峙じ

し
て
自
ら
の
卑
小
さ
に
茫ぼ
う

然ぜ
ん

と
す
る
こ
と
も
、
避
け
て
通
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
ス
テ
ッ
プ
に
は
違
い
な
い
の
だ

か
ら
。

（
菊
地
暁
『
民
俗
学
入
門
』
に
よ
る
。
設
問
の
関
係
上
、
本
文
を
改
め
た
と
こ
ろ
に
＊
を
付
し
た
。）

＊
（
注
３
）
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（
注
）　

１　

ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク　
　

激
烈
で
あ
る
さ
ま
、
過
激
な
さ
ま
。

２　

コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回　
　

も
の
の
考
え
方
が
が
ら
り
と
正
反
対
に
変
わ
る
こ
と
。

３　

デ
ィ
シ
プ
リ
ン　
　

学
問
分
野
。

問
一　

傍
線
部
ア
、
イ
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
ア
が

11

、
イ
が

12

。

ⓐ　

ヘ
イ
ソ
ク
し
た
時
代

ⓑ　

オ
ク
ソ
ク
で
も
の
を
い
う

ア　

ア
ン
ソ
ク

⎩｜⎩｜⎩ ⎨｜⎨｜ ｜⎨｜⎨ ⎧｜⎧｜
ⓒ

ソ
ク
セ
キ
の
ス
ピ
ー
チ

ⓓ　

条
件
が
ジ
ュ
ウ
ソ
ク
す
る

ⓔ　

動
物
の
セ
イ
ソ
ク
す
る
場
所

ⓐ　

選
挙
戦
の
ジ
ョ
バ
ン

ⓑ　

官
職
に
ジ
ョ
ニ
ン
す
る

イ　

ジ
ョ
ジ
ュ
ツ

⎩｜⎩｜⎩ ⎨｜⎨｜ ｜⎨｜⎨ ⎧｜⎧｜
ⓒ　

面
目
ヤ
ク
ジ
ョ

ⓓ

ジ
ョ
ヤ
の
鐘

ⓔ

ジ
ョ
コ
ウ
運
転
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問
二　

傍
線
部
Ａ
「
『
せ
つ
な
さ
』
」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
に
見
え
る
筆
者
の
考
え
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
れ
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ

〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

13

。

ⓐ　

自
分
な
り
に
工
夫
や
努
力
を
し
て
生
き
て
い
て
も
、
人
生
に
は
思
い
が
け
な
い
不
幸
や
事
故
と
い
う
落
と
し
穴
が
あ
り
、
ど
う
に
も
な
ら
な
い
こ
と
が
多
い
。
そ
れ
で

も
耐
え
て
生
き
て
い
く
人
々
の
姿
は
確
か
に
立
派
で
は
あ
る
が
、
時
に
胸
を
し
め
つ
け
ら
れ
る
よ
う
な
気
持
ち
に
も
な
る
だ
ろ
う
。

ⓑ　

差
別
や
暴
力
の
被
害
者
に
な
る
こ
と
も
あ
れ
ば
、
自
分
が
加
害
者
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
あ
る
い
は
た
だ
傍
観
す
る
だ
け
に
な
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
う
考
え
て
、
人
生

に
起
こ
る
害
悪
は
仕
方
が
な
い
こ
と
だ
と
あ
き
ら
め
て
生
き
る
し
か
な
い
こ
と
は
、
希
望
が
見
え
ず
せ
つ
な
い
こ
と
だ
。

ⓒ　

日
々
の
暮
ら
し
の
中
で
問
題
が
起
こ
っ
た
と
き
に
因
果
関
係
を
探
っ
た
り
、
自
分
の
弱
点
の
克
服
に
挑
ん
だ
り
す
る
こ
と
は
、
難
し
い
こ
と
で
あ
り
、
誰
も
が
で
き
る

こ
と
で
は
な
い
と
い
う
点
で
感
嘆
す
べ
き
こ
と
だ
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
こ
と
は
切
実
な
問
題
で
も
あ
る
。

ⓓ　

生
き
て
い
る
時
代
や
地
域
あ
る
い
は
状
況
の
中
で
、
時
に
忍
耐
し
な
が
ら
乗
り
越
え
、
時
に
工
夫
し
な
が
ら
よ
り
良
い
形
を
模
索
し
て
生
き
て
い
く
こ
と
は
、
傍
か
ら

見
る
と
あ
ま
り
に
も
真
面
目
で
、
愚
か
に
さ
え
映
る
。
そ
れ
を
見
て
い
る
側
は
何
も
し
て
あ
げ
ら
れ
な
い
の
で
せ
つ
な
い
。

ⓔ　

民
俗
学
で
は
、
そ
の
人
自
身
が
資
料
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
取
る
た
め
、
そ
の
人
が
人
生
や
生
活
の
中
で
「
せ
つ
な
い
」
と
思
っ
た
経
験
や
事
例
を
集
め
る
こ
と
が
重

要
な
調
査
と
な
る
。
人
々
の
せ
つ
な
さ
に
寄
り
添
う
こ
と
が
民
俗
学
で
は
大
事
だ
。

問
三　

空
欄

Ｘ

に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

14

。

ⓐ　

霧

ⓑ　

縄

ⓒ　

夢

ⓓ　

壁

ⓔ　

麦
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問
四　

傍
線
部
Ｂ
「
そ
れ
」
の
指
し
示
す
内
容
は
何
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

15

。

ⓐ　

過
去

ⓑ　

私
た
ち

ⓒ　

日
々
の
暮
ら
し

ⓓ　

資
本
主
義

ⓔ　

社
会

問
五　

傍
線
部
Ｃ
「
そ
ん
な
地
平
に
こ
そ
、
民
俗
学
の
可
能
性
は
発
動
す
る
」
と
あ
る
が
、
筆
者
の
考
え
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち

か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

16

。

ⓐ　

民
俗
学
は
、
人
類
の
歴
史
と
い
う
壮
大
な
歩
み
を
、
私
と
い
う
一
人
の
人
間
か
ら
引
き
ず
り
出
そ
う
と
す
る
学
問
で
、
し
ば
し
ば
無
謀
な
学
問
だ
と
考
え
ら
れ
て
き

た
。
し
か
し
、
そ
の
無
謀
な
試
み
が
自
ら
の
卑
小
さ
を
自
覚
さ
せ
、
巨
大
な
世
界
を
再
認
識
さ
せ
る
こ
と
は
避
け
て
通
れ
な
い
ス
テ
ッ
プ
で
あ
る
。
こ
の
自
覚
の
発
動
こ

そ
民
俗
学
の
可
能
性
だ
。

ⓑ　

民
俗
学
は
、
五
感
を
総
動
員
し
て
対
象
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
で
、
資
本
主
義
が
い
か
に
私
た
ち
の
暮
ら
し
を
変
質
さ
せ
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
こ
と
で

人
間
の
不
安
や
不
満
を
取
り
除
く
方
法
を
模
索
す
る
学
問
で
あ
る
。
既
存
の
学
問
で
あ
る
経
済
学
と
は
異
な
る
ア
プ
ロ
ー
チ
を
と
る
こ
と
が
、
民
俗
学
の
可
能
性
を
さ
ら

に
引
き
出
す
と
言
え
る
。

ⓒ　

民
俗
学
は
、
既
存
の
学
問
分
野
で
は
や
ら
な
い
こ
と
を
や
ろ
う
と
し
、
そ
の
た
め
の
独
特
な
方
法
論
も
編
み
出
し
た
。
そ
し
て
、
既
存
の
学
問
で
は
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も

の
を
掬
い
、
見
出
せ
な
い
も
の
を
捕
ま
え
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
未
知
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
が
民
俗
学
な
の
だ
。

ⓓ　

民
俗
学
は
、
人
間
の
「
せ
つ
な
さ
」
と
「
し
ょ
う
も
な
さ
」
に
寄
り
添
う
学
問
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
人
を
見
捨
て
な
い
と
い
う
立
場
を
取
る
こ
と
で
、
他
の
学
問
と
は

異
な
る
位
置
に
立
っ
て
き
た
し
、
ま
た
そ
こ
に
こ
そ
価
値
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
独
自
性
に
民
俗
学
の
さ
ら
な
る
発
展
の
可
能
性
が
見
出
せ
る
。

ⓔ　

民
俗
学
は
、
ア
ン
チ
・
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
あ
り
、
プ
ロ
ト
・
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
で
も
あ
る
が
、
既
存
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
と
全
く
異
な
る
こ
と
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

は
な
く
、
そ
れ
ら
を
基
礎
と
し
な
が
ら
、
五
つ
の
方
針
に
則
り
新
た
な
知
見
を
積
み
上
げ
て
い
く
こ
と
を
目
指
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
民
俗
学
の
良
さ
を
最
も
発
揮
さ
せ

る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
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問
六　

空
欄

Ｙ

に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

17

。

ⓐ　

分
節
化

ⓑ　

自
分

ⓒ　

学
問

ⓓ　

暮
ら
し

ⓔ　

認
識
力
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三　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
問
一
〜
七
に
答
え
な
さ
い
。

私
は
敢
え
て
老
眼
鏡
を
求
め
な
か
っ
た
。
父
よ
り
余
計
に
生
き
て
い
る
以
上
、
眼
鏡
ま
で
掛
け
て
現
Ａ

実
に
つ
き
合
う
こ
と
は
な
い
。
近
く
の
も
の
が
見
え
な
け
れ
ば
、
そ
ん
な

も
の
は
見
る
な
、
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
私
た
ち
は
あ
ま
り
細
部
を
見
過
ぎ
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
遠
く
を
見
誤
っ
て
し
ま
う
。
遠
く
さ
え
見
え
れ
ば
、
そ
れ
で
結
構
で

は
な
い
か
。
近
く
の
も
の
が
見
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
私
に
と
っ
て
は
幸
い
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
私
Ｂ

の
判
断
力
は
、
近
く
の
細
部
が
見
え
て
い
た
と
き

よ
り
も
間
違
わ
な
く
な
る
筈は

ず

だ
か
ら
。

そ
ん
な
わ
け
で
、
私
は
老
眼
鏡
を
求
め
な
い
。
尤も
っ
とも
細
字
が
読
め
な
く
な
っ
た
と
云い

い
な
が
ら
、
そ
の
実
、
関
心
を
持
つ
本
な
ど
は
、
い
く
ら
ち
い
さ
な
活
字
で
も
、
ち
ゃ
ん

と
眼
鏡
な
し
に
読
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
の
目
は
得
手
勝
手
で
、
見
た
い
も
の
だ
け
を
見
、
見
た
く
な
い
も
の
は
見
た
が
ら
な
い
の
だ
。
そ
の
お
蔭か
げ

で
、
見
る
と
い

う
こ
と
が
、
以
Ｃ

前
と
は
違
っ
た
形
の
も
の
に
な
っ
た
。
そ
れ
も
見
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
じ
っ
と
睨に
ら

ん
で
い
る
の
だ
。
す
る
と
こ
れ
ま
で
全
く
気
づ
か
な
か
っ
た
よ
う
な
こ
と

が
、
不
意
に
わ
か
っ
て
来
た
り
す
る
。
こ
ん
な
こ
と
な
ら
、
も
う
少
し
早
く
か
ら
老
眼
に
な
れ
ば
よ
か
っ
た
、
と
さ
え
思
う
く
ら
い
な
の
で
あ
る
。

私
は
現
在
四
十
七
歳
で
、
昔
流
の
数
え
方
で
は
四
十
八
歳
、
父
の
年
齢
を
既
に
三
年
近
く
上
廻ま
わ

っ
て
い
る
。

父
が
死
ん
だ
と
き
、
私
は
数
え
年
六
歳
だ
っ
た
か
ら
、
父
の
思
い
出
は
あ
ま
り
な
い
。

晩
年
の
父
、
と
い
っ
て
も
四
十
四
、五
歳
ご
ろ
の
父
は
、
一
体
ど
ん
な
こ
と
に
興
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
、
私
は
よ
く
そ
の
こ
と
を
考
え
る
。
父
の
興
味
が
、
私
に
も
わ
か
る

年
齢
に
な
っ
た
と
思
う
か
ら
だ
。
し
か
し
、
現い

ま在
と
な
っ
て
は
、
そ
れ
も
殆ほ
と
んど
知
り
よ
う
が
な
い
。

た
だ
私
の
か
す
か
な
記
憶
で
は
、
父
は
船
の
銅ど

ら鑼
を
い
く
つ
か
、
部
屋
の
壁
に
吊つ

る
し
て
い
た
。
そ
の
う
ち
の
一
つ
は
、
半
間
の
壁
に
余
る
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
、
ま
わ
り
に

火
炎
の
よ
う
な
飾
り
が
取
り
巻
き
、
緑
青
の
吹
き
出
た
表
面
に
は
、
龍
の
模
様
が
浮
き
出
て
い
た
。
何
で
も
支
那
の
船
の
銅
鑼
な
の
だ
そ
う
で
、
か
な
り
値
打
ち
の
あ
る
も
の
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
私
の
憶お
ぼ

え
て
い
る
の
は
た
だ
龍
の
模
様
の
あ
る
大
銅
鑼
だ
け
で
、
そ
れ
ら
の
銅
鑼
は
父
の
死
後
、
誰
か
が
み
ん
な
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
っ
た
。

銅
鑼
の
ほ
か
に
、
父
は
船
金
庫
も
二
、三
集
め
て
い
た
。
船
金
庫
と
は
、
四
、五
十
糎セ
ン
チ立
方
く
ら
い
の
木
製
の
手
箱
で
、
縁
に
黒
い
鉄
の
金
具
が
取
り
つ
け
て
あ
り
、
扉
を
開
け

る
と
、
内
に
抽ひ
き
だ
し斗
が
沢た
く

山さ
ん

あ
る
。
抽
斗
は
全
部
鍵
が
掛
か
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
更
に
抽
斗
の
奥
に
は
、
コ
ア

ウ
ミ
ョ
ウ
に
細
工
さ
れ
た
隠
し
抽
斗
も
し
つ
ら
え
て
あ
る
。
軽

い
桐き
り

材
で
作
ら
れ
て
お
り
、
船
が
ナ
ン
パ
イ

し
た
と
き
、
千
石
船
の
船
頭
は
そ
れ
を
海
中
に
投
げ
込
む
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
船
金
庫
の
知
識
は
、
私
が
最
近
に
な
っ
て
得
た
も
の
だ
。
稚
い
と
け
ない
時
分
の
私
は
、
無
論
そ
れ
が
船
金
庫
だ
と
は
知
る
由
も
な
く
、
た
だ
抽
斗
の
沢
山
あ
る
手
箱
だ
と

思
っ
て
見
て
い
た
し
、
事
実
父
は
時
々
扉
を
開
け
て
、
鍵
の
掛
か
る
抽
斗
の
中
か
ら
い
ろ
ん
な
も
の
を
出
し
入
れ
し
て
い
た
。

銅
鑼
と
い
い
、
船
金
庫
と
い
い
、
そ
れ
ら
は
船
に
関
係
の
あ
る
も
の
だ
。
父
は
海
に
は
全
然
関
係
の
な
い
生
活
を
し
て
い
た
が
、
一
体
な
ぜ
、
そ
ん
な
銅
鑼
と
か
船
金
庫
と
か

＊
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い
う
よ
う
な
も
の
に
、
関
心
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

銅
鑼
は
船
が
出
帆
す
る
と
き
に
打
ち
鳴
ら
さ
れ
る
も
の
だ
。
父
に
は
ひ
ょ
っ
と
し
て
、
誰
か
別
れ
難
い
人
と
波
止
場
で
別
れ
た
と
い
う
よ
う
な
、

Ｘ

の
思
い
出
で
も

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
う
い
う
感
傷
は
、
父
の
胸
の
中
に
そ
っ
と
し
て
置
い
て
や
る
と
し
て
、
私
Ｄ

が
興
味
を
持
つ
の
は
、
銅
鑼
よ
り
も
、
む
し
ろ
船
金
庫
の
方
で
あ

る
。私

の
家
で
は
、
大
事
な
書
類
や
物
品
を
保
管
し
て
お
く
戸
棚
は
別
の
場
所
に
し
つ
ら
え
て
あ
り
、
父
の
部
屋
の
床
の
間
に
置
か
れ
て
い
た
船
金
庫
は
、
単
に
父
が
趣
味
で
集
め

た
骨こ
っ

董と
う

品ひ
ん

に
過
ぎ
ず
、
父
が
そ
の
中
に
い
ろ
ん
な
物
を
仕
舞
い
込
ん
で
い
た
と
し
て
も
、
父
の
身
の
廻
り
の
物
品
、
な
い
し
は
父
の
興
味
を
惹ひ

い
た
ご
く
些さ
さ
い細
な
品
品
だ
っ
た
に

違
い
な
い
。
例
え
ば
、
片
方
を
失
く
し
て
し
ま
っ
た
カ
フ
ス
釦ボ
タ
ンと
か
、
記
念
の
メ
ダ
ル
、
新
聞
の
切
り
抜
き
、
古
び
た
手
帖
、
そ
れ
か
ら
道
傍
で
ふ
と
目
を
と
め
て
拾
っ
て
来
た

小
石
と
か
…
…
。
要
す
る
に
、
そ
れ
ら
の
こ
ま
ご
ま
し
た
物
品
は
、
他
人
に
は
全
く
価
値
が
な
く
、
た
だ
父
個
人
に
と
っ
て
何
ら
か
の
愛
着
が
籠
っ
て
い
る
、
と
い
っ
た
種
類
の

も
の
で
あ
る
。
私
が
是
非
見
た
い
と
思
う
の
は
、
そ
う
い
う
こ
ま
ご
ま
と
し
た
も
の
な
の
だ
。

父
の
死
後
、
家
に
か
な
り
の
負
債
が
累
積
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
、
加
え
て
父
が
生
前
保
証
に
印
を
つ
い
て
い
た
厄
介
な
問
題
も
か
ら
ん
で
来
て
、
結
局
私
た
ち
の
一
家
は

郷
里
の
財
産
を
す
べ
て
整
理
し
、
近
く
の
街
に
出
て
住
む
こ
と
に
な
っ
た
。
尤
も
実
際
に
街
へ
引
き
移
っ
た
の
は
、
父
が
死
ん
で
か
ら
数
年
目
で
、
私
が
九
歳
の
と
き
だ
っ
た
。

父
の
三
周
忌
の
法
事
を
済
ま
せ
た
あ
と
、
私
た
ち
は
父
祖
伝
来
の
家
を
引
き
払
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
古
び
た
家
財
は
全
部
整
理
し
て
し
ま
っ
た
か
ら
、
私
は
以
後
、
つ
い

ぞ
船
金
庫
を
見
掛
け
た
こ
と
も
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
ん
な
も
の
な
ど
思
い
出
し
て
み
た
こ
と
も
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
父
の
死
亡
年
齢
を
過
ぎ
た
現い

在ま

に
な
っ
て
、
何
と
な
く
私
は
船
金
庫
の
こ
と
が
気
に
な
る
の
だ
。
父
が
死
ん
だ
の
は
昭
和
六
年
だ
っ
た
か
ら
、
も
う
四
十
年
以
上
の

歳
月
が
流
れ
て
い
る
。
そ
の
四
十
年
以
上
の
昔
に
、
父
が
私
と
ほ
ぼ
同
じ
年
齢
で
、
ど
ん
な
も
の
を
船
金
庫
の
中
に
納
め
て
い
た
の
か
。
と
り
わ
け
隠
し
抽
斗
の
奥
に
、
一
体
何

を
隠
し
て
い
た
か
。
私
は
隠
し
抽
斗
の
奥
で
コ
ト
コ
ト
か
す
か
な
音
を
立
て
て
い
る
父
Ｅ

の
骨
の
一
片
を
想
い
浮
か
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
長
谷
川
修
「
舞
踏
会
の
手
帖
」
に
よ
る
。
設
問
の
関
係
上
、
本
文
を
改
め
た
と
こ
ろ
に
＊
を
付
し
た
。）

＊
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問
一　

傍
線
部
ア
、
イ
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、
ア
が

18

、
イ
が

19

。

ⓐ　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
コ
ウ
シ
ン
す
る

ⓑ　

失
敗
は
セ
イ
コ
ウ
の
も
と

ア　

コ
ウ
ミ
ョ
ウ

⎩｜⎩｜⎩ ⎨｜⎨｜ ｜⎨｜⎨ ⎧｜⎧｜
ⓒ　

集
客
コ
ウ
カ
の
あ
る
取
り
組
み

ⓓ　

セ
イ
コ
ウ
法
で
問
題
を
解
く

ⓔ　

セ
イ
コ
ウ
に
作
ら
れ
た
模
型

ⓐ

ハ
ケ
ン
社
員
と
し
て
働
く

ⓑ　

廃
屋
を
重
機
で
ハ
カ
イ
す
る

イ　

ナ
ン
パ

⎩｜⎩｜⎩ ⎨｜⎨｜ ｜⎨｜⎨ ⎧｜⎧｜
ⓒ　

水
面
に
ハ
モ
ン
が
広
が
る

ⓓ　

中
途
ハ
ン
パ
な
内
容
の
本

ⓔ　

選
手
権
の
ハ
シ
ャ
と
な
る

問
二　

傍
線
部
Ａ
「
現
実
」
と
は
ど
の
よ
う
な
現
実
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

20

。

ⓐ　

老
眼
鏡
を
か
け
る
こ
と
で
違
っ
た
も
の
に
見
え
る
現
実

ⓑ　

細
部
が
見
え
す
ぎ
る
社
会
に
生
き
て
い
る
と
い
う
現
実

ⓒ　

老
眼
に
な
っ
て
か
ら
父
が
見
た
の
と
同
じ
現
実

ⓓ　

父
が
亡
く
な
っ
た
年
齢
以
降
に
自
分
が
見
る
現
実

ⓔ　

父
が
こ
の
世
の
中
に
存
在
し
な
い
と
い
う
現
実

問
三　

傍
線
部
Ｂ
「
私
の
判
断
力
は
、
近
く
の
細
部
が
見
え
て
い
た
と
き
よ
り
も
間
違
わ
な
く
な
る
筈は
ず

」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の

を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

21

。

ⓐ　

老
眼
鏡
を
か
け
ず
に
細
部
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
。　

ⓑ　

細
部
に
こ
だ
わ
り
す
ぎ
る
と
全
体
が
見
え
な
く
な
る
か
ら
。

ⓒ　

老
眼
鏡
な
し
で
も
自
分
に
必
要
な
細
部
は
よ
く
見
え
る
か
ら
。

ⓓ　

判
断
力
は
老
化
現
象
に
比
例
し
て
衰
え
る
か
ら
。

ⓔ　

遠
く
の
も
の
が
判
断
の
妨
げ
に
な
る
こ
と
が
あ
る
か
ら
。
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問
四　

傍
線
部
Ｃ
「
以
前
と
は
違
っ
た
形
」
と
は
ど
の
よ
う
な
形
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解

答
番
号
は
、

22

。

ⓐ　

見
た
い
も
の
も
、
見
た
く
な
い
も
の
も
見
え
な
い
形

ⓑ　

何
気
な
く
見
る
の
で
は
な
く
、
注
意
深
く
見
る
形

ⓒ　

こ
れ
ま
で
気
づ
か
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
な
形

ⓓ　

見
た
く
な
い
の
に
実
際
に
見
え
て
い
な
い
こ
と
ま
で
見
え
る
形

ⓔ　

自
分
が
興
味
・
関
心
の
な
い
も
の
も
排
除
し
な
い
形

問
五　

空
欄

Ｘ

に
当
て
は
ま
る
四
字
熟
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

23

。

ⓐ　

会
者
定
離

ⓑ　

合
縁
奇
縁

ⓒ　

色
即
是
空

ⓓ　

愛
別
離
苦

ⓔ　

生
老
病
死

問
六　

傍
線
部
Ｄ
「
私
が
興
味
を
持
つ
の
は
、
銅
鑼
よ
り
も
、
む
し
ろ
船
金
庫
の
方
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら

一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答
番
号
は
、

24

。

ⓐ　

感
傷
的
な
父
の
思
い
出
よ
り
も
、
父
の
興
味
・
関
心
の
あ
り
方
を
知
り
た
い
か
ら
。

ⓑ　

銅
鑼
は
換
金
性
が
高
い
が
、
筆
者
は
高
価
な
も
の
に
は
興
味
が
な
い
か
ら
。

ⓒ　

銅
鑼
と
違
っ
て
、
船
金
庫
に
は
父
が
隠
し
持
っ
て
い
た
宝
が
隠
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
か
ら
。

ⓓ　

銅
鑼
は
大
き
く
重
く
邪
魔
だ
が
、
桐
で
創
ら
れ
た
船
金
庫
は
軽
く
て
扱
い
や
す
い
か
ら
。

ⓔ　

銅
鑼
は
打
ち
鳴
ら
す
も
の
で
、
船
金
庫
は
鍵
付
き
の
抽
斗
の
あ
る
実
用
的
な
も
の
だ
か
ら
。
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問
七　

傍
線
部
Ｅ
「
父
の
骨
の
一
片
」
と
は
何
を
表
し
て
い
る
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ⓐ
〜
ⓔ
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
、
解
答
欄
の
記
号
を
マ
ー
ク
し
な
さ
い
。
解
答

番
号
は
、

25

。

ⓐ　

幼
い
時
の
か
す
か
な
父
と
の
思
い
出

ⓑ　

父
が
確
か
に
こ
の
世
に
存
在
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
も
の

ⓒ　

個
性
的
な
父
で
あ
っ
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
も
の

ⓓ　

父
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
の
長
い
時
間
の
経
過

ⓔ　

借
金
だ
け
を
残
し
て
死
ん
だ
父
が
唯
一
残
し
て
く
れ
た
も
の
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