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入 学 試 験 問 題 

（看護学科３年課程） 

 

国 語 総 合 
 

 

◎指示があるまで開いてはいけません 

 

 

 

注  意 

１ 解答用紙には、氏名・受験番号・志望校名が印刷されているので、あなたの解答用紙かどうかを 

確認すること。 

なお、氏名欄、志望校名欄には、氏名、志望校名を漢字で正確に記入すること。 

２ この問題は、表紙を除いて１ページから 16ページまであるので確かめること。 

３ 試験の時間は、９時 00分から９時 45分までの 45分とする。 

４ 解答には、ＨＢ又はＢの鉛筆（シャープペンシルも可）を使うこと。 

５ 問題は、５肢択一式により出題されている。解答方法は、次のとおりとする。 

(1) ５肢択一式問題の正解は、各問題とも１つである。解答用紙の所定のマーク欄に、正解の番号 

を１つだけマークすること。２つ以上マークされている場合は無得点とする。 

(2)  解答用紙の〔記入上の注意〕をよく読んでマークすること。 

   例 〔問１〕日本の首都は次のうちのどれか。 

① 京都  ② 福岡  ③ 東京  ④ 大阪  ⑤ 神戸 

正解は「③ 東京」であるから解答用紙のその問題番号の次にならんでいる 

マーク欄  ① ② ③ ④ ⑤  の中の ③ を鉛筆で ● のように 

マークして ① ② ● ④ ⑤  とすればよい。 

 

   （良い） ● （悪い） 

 

  既にマークした解答を消す場合は、プラスチック消しゴムでよく消すこと。 

 

（良い）のようにマークする。 

（悪い）のようだと機械で読み取れない 

ことがある。 
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一 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
各
問
に
答
え
よ
。 

 

環
境
（Environment
）
の
語
源
に
は
「
周
辺
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、
日
本
語
に
は
環
境
の

他
に
も
人
間
と
自
然
の
関
係
を
と
ら
え
る
と
き
に
用
い
ら
れ
る
表
現
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
風
土
」

で
す
。
風
土
の
定
義
に
関
す
る
議
論
は
色
々
あ
り
ま
す
が
、
以
下
の
よ
う
に
考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

  

 

こ
う
し
た
自
然
と
人
間
の
関
係
性
を
絵
に
し
た
も
の
が
、
図
の
左

側
の
イ
メ
ー
ジ
で
す
。 

そ
の
上
で
、
風
土
は
「
私
た
ち
」
と
い
う
主
語
で
用
い
ら
れ
る

と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
あ
る
ひ
と
つ

の
風
土
は
、
そ
の
風
土
が
形
成
さ
れ
る
地
域
に
暮
ら
す
・
関
わ
り

の
あ
る
人
々
の
間
で
共
有
さ
れ
、
語
ら
れ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

風
土
は
個
人
が
認
知
で
き
ま
す
が
、
個
人
が
単
独
で
形
成
す
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。
風
土
は
常
に
あ
る
地
域
に
暮
ら
す
・
関
わ
り

の
あ
る
人
た
ち
（
＝
私
た
ち
）
を
主
語
と
し
て
語
ら
れ
ま
す
。
例

え
ば
、
「
こ
の
町
で
は
～
」
、
「
こ
の
地
域
で
は
～
」
、
「
う
ち

ら
は
～
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
が
こ
れ
に
あ
た
り
ま
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
風
土
は
「
私
た
ち
」
と
い
う
主
語
を
ト
モ
ナ
っ
て
、
人
間
と
自
然
と
の
あ
い
だ
の
ひ

と
ま
と
ま
り
の
関
係
性
を
表
し
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
個
々
の
土
地
ご
と
に
異
な
る
風
土

が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
つ
ま
り
、
地
域
Ａ
に
暮
ら
す
私
た
ち
に
と
っ
て
の
風
土
と
、
地
域
Ｂ
に

暮
ら
す
あ
な
た
た
ち
（
地
域
Ａ
の
そ
れ
と
は
別
の
私
た
ち
）
に
と
っ
て
の
風
土
は
異
な
る
と
い
う
こ
と

で
す
。 

異
な
る
風
土
を
語
る
い
く
つ
も
の
「
私
た
ち
」
が
あ
る
こ
と
を
認
め
る
こ
と
で
、
多
元
的
な
世
界
観

を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
環
境
―
人
間
」
と
い
う
よ
う
な
、
二
項
対
立
的
な
世
界
観
に
お

け
る
客
観
的
対
象
と
し
て
の
「
環
境
」
で
は
、
全
地
球
・
全
種
的
に
共
有
し
て
い
る
ひ
と
つ
の
環
境
が

あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
複
数
の
異
な
る
「
私
た
ち
」
を
は
じ
め
か
ら
内
化
し

て
い
る
風
土
は
多
元
的
な
世
界
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
す
。 

風
土
で
は
自
然
と
人
間
が
不
可
分
な
ひ
と
ま
と
ま
り
の
関
係
と
し
て
あ
り
ま
す
か
ら
、
こ
の
風
土
の

視
点
に
お
い
て
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
考
え
行
動
す
る
（
＝
「
何
を
ま
も
り
、
つ
く
り
、
つ
な
げ
て

い
き
た
い
の
か
」
を
考
え
行
動
す
る
）
こ
と
が
、
ひ
い
て
は
自
然
を
つ
く
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
し
て
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図 環境と人間の関係性 
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注
１
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２
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ま
た
、
つ
く
っ
た
自
然
に
人
間
が
つ
く
ら
れ
る
関
係
へ
展
開
し
て
い
く
こ
と
と
同
義
に
な
り
ま
す
。
こ

の
こ
と
を
従
来
の
「
環
境
の
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」
に
対
し
、
「
風
土
の
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」

と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。 

気
候
変
動
や
地
球
温
暖
化
に
代
表
さ
れ
る
こ
れ
ま
で
の
環
境
問
題
の
議
論
で
は
、
そ
の
影
響
範
囲
が

全
地
球
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
環
境
の
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
が
重
要
視
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
こ
の
視
点

を
用
い
る
こ
と
で
、
地
球
環
境
の
状
態
を
俯
瞰
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

し
か
し
、
実
際
に
課
題
に
向
き
合
う
段
階
に
お
い
て
、
行
動
主
体
と
な
る
主
語
は
見
失
わ
れ
て
き
ま
し

た
。 環

境
の
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
視
点
に
よ
っ
て
観
察
・
分
析
・
介
入
を
検
討
し
た
情
報
は
、
状
況

に
対
す
る
対
処
療
法
的
な
視
点
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
視
点
を
片
方
に
持
ち
な
が
ら
、「
私

た
ち
」
と
い
う
主
語
を
用
い
て
よ
り
実
際
の
体
験
と
し
て
の
自
然
と
人
間
の
関
係
性
に
つ
い
て
の
情
報

を
与
え
て
く
れ
る
、
風
土
の
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
の
視
点
を
補
う
と
、
今
度
は
思
考
を
展
開
し
て
い

る
私
を
環
境
の
な
か
に
内
化
し
た
視
点
か
ら
、
日
々
を
ど
の
よ
う
に
暮
ら
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
を
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

一
方
で
、
風
土
の
視
点
に
も
限
界
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
そ
の
範
疇
を
「
地
球
」
や
「
グ
ロ
ー
バ

ル
」
と
い
う
マ
ク
ロ
視
点
に
ま
で
引
き
上
げ
る
と
、
風
土
の
視
点
か
ら
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
語
る

と
き
の
「
私
た
ち
」
と
い
う
主
語
に
対
す
る
意
識
が
と
て
も
弱
く
な
っ
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
消
え
て

し
ま
う
こ
と
で
す
。
全
地
球
的
な
風
土
と
い
う
も
の
が
仮
に
想
像
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
規
模
に
お

い
て
風
土
の
特
徴
で
あ
る
「
自
然
が
人
間
を
つ
く
り
、
自
然
は
人
間
に
つ
く
ら
れ
る
」
と
い
う
相
互
に

定
義
し
合
う
関
係
が
、
規
模
が
大
き
す
ぎ
て
私
た
ち
に
は
認
知
す
る
こ
と
が
と
て
も
難
し
く
な
り
ま
す
。

少
な
く
と
も
私
自
身
は
「
地
球
の
風
土
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
に
手
触
り
感
を
感
じ
ら
れ
な
い
の
で
す

が
、
こ
の
あ
た
り
に
つ
い
て
そ
う
し
た
認
識
も
可
能
だ
と
す
る
議
論
も
あ
り
ま
す
。 

気
候
変
動
や
地
球
温
暖
化
の
よ
う
な
グ
ロ
ー
バ
ル
な
環
境
問
題
や
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
よ
う
な
全
人
類
の

開
発
目
標
と
い
う
枠
組
み
に
お
い
て
は
、
自
然
と
人
間
が
お
互
い
に
定
義
し
合
う
こ
と
（
逆
限
定
の
関

係
）
が
認
知
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
ど
こ
か
他
人
事
の
よ
う
な
感
覚
が
生
じ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
他

方
で
、
あ
る
地
域
や
町
と
い
っ
た
程
度
の
規
模
で
あ
れ
ば
、
明
日
か
ら
の
私
の
行
動
の
変
化
が
ど
の
よ

う
に
自
然
と
人
間
の
つ
く
り
・
つ
く
ら
れ
る
関
係
の
な
か
で
の
変
化
と
し
て
現
れ
る
か
を
ヨ
ウ
イ
に
想

像
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
「
私
た
ち
」
と
い
う
感
覚
が
成
り
立
つ
風
土
と
い
う
視
点
を
ジ
ュ

ウ
ソ
ク
し
て
い
く
こ
と
で
、
環
境
問
題
に
対
し
て
も
主
体
性
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

（
工
藤
尚
悟
『
私
た
ち
の
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
』
よ
り
） 

（
作
問
の
都
合
上
、
一
部
の
表
記
と
本
文
中
の
注
を
削
除
し
ま
し
た
。
）  
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（
注
１
）
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
―
―
環
境
・
社
会
・
経
済
な
ど
が
将
来
に
わ
た
っ
て
適
切
に
維
持
・

保
全
さ
れ
、
発
展
で
き
る
こ
と
。
持
続
可
能
性
。 

（
注
２
）
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
―
―
世
界
が
二
〇
三
〇
年
ま
で
に
達
成
す
べ
き
十
七
の
環
境
や
開
発
に
関
す
る
国

際
目
標
。
持
続
可
能
な
開
発
目
標
。 

  

〔
問
１
〕 

空
欄 

Ａ 

に
は
次
のⅠ

～Ⅳ

の
文
が
入
る
が
、
順
番
ど
お
り
に
並
べ
替
え
た
も
の
と
し

て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 

Ⅰ
 

こ
う
し
た
相
互
に
定
義
し
合
う
関
係
性
を
「
逆
限
定
の
関
係
」
と
表
現
し
た
い
と
思
い

ま
す
。 

Ⅱ
 

「
風
」
は
文
化
・
民
俗
を
、
「
土
」
は
土
地
・
地
域
を
表
し
、
こ
れ
ら
は
互
い
に
独
立

し
て
あ
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
つ
の
ま
と
ま
り
と
し
て
不
可
分
に
存
在
す
る
。 

Ⅲ
 

風
土
の
視
点
に
お
い
て
自
然
と
人
間
は
、
自
然
が
人
間
を
つ
く
り
、
ま
た
同
時
に
自
然

は
人
間
に
つ
く
ら
れ
る
、
と
い
う
相
互
に
定
義
し
合
う
関
係
に
あ
る
。 

Ⅳ
 

風
土
は
、
自
然
と
人
間
の
あ
い
だ
に
あ
る
ひ
と
ま
と
ま
り
の
関
係
の
こ
と
。 

 

① 
Ⅲ

→Ⅰ

→Ⅱ

→Ⅳ
 

② 
Ⅲ

→Ⅰ

→Ⅳ

→Ⅱ
 

③ 
Ⅳ

→Ⅱ

→Ⅰ

→Ⅲ
 

④ 
Ⅳ

→Ⅲ

→Ⅰ

→Ⅱ
 

⑤ 
Ⅳ

→Ⅱ

→Ⅲ

→Ⅰ
 

 

〔
問
２
〕 

ト
モ
ナ
、
ヨ
ウ
イ
、
ジ
ュ
ウ
ソ
ク
の
傍
線
部
に
該
当
す
る
漢
字
を
含
む
熟
語
の
組
み
合
わ

せ
と
し
て
正
し
い
も
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 

①  

ａ 

ギ
タ
ー
の
バ
ン
奏
で
歌
う
。  

 

ｂ 

明
治
イ
新
に
つ
い
て
学
ぶ
。 

ｃ 

研
究
に
ジ
ュ
ウ
事
す
る
。 

② 

ａ 
 

湖
ハ
ン
で
キ
ャ
ン
プ
を
す
る
。 

 

ｂ 

平
イ
な
文
章
を
書
く
。 

ｃ 

目
が
ジ
ュ
ウ
血
す
る
。 

③ 

ａ 

希
望
者
に
無
料
で
ハ
ン
布
す
る
。 

  

ｂ 

難
イ
度
が
高
い
問
題
を
解
く
。 

ｃ 

苦
ジ
ュ
ウ
の
判
断
を
す
る
。 

④ 

ａ 

御
相
バ
ン
に
あ
ず
か
る
。 

 
 

  

ｂ 

簡
イ
裁
判
所
に
出
向
く
。 

ｃ 
 

ポ
イ
ン
ト
を
支
払
い
に
ジ
ュ
ウ
当
す
る
。 

⑤ 

ａ 

手
続
き
が
ハ
ン
雑
で
あ
る
。  

  

ｂ 

驚
イ
的
な
回
復
力
を
見
せ
る
。 

ｃ 

ジ
ュ
ウ
前
ど
お
り
の
方
法
で
行
う
。 

ａ 

ｃ 
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〔
問
３
〕 

多
元
的
な
世
界
と
あ
る
が
、
こ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 
① 
個
人
が
単
独
で
形
成
し
て
い
る
風
土
か
ら
成
る
世
界 

② 
風
土
に
属
す
る
人
々
が
互
い
に
関
心
を
寄
せ
合
う
世
界 

③ 

個
々
の
地
域
ご
と
に
異
な
る
風
土
が
あ
る
世
界 

④ 

地
球
全
体
で
一
つ
の
風
土
を
共
有
し
て
い
る
世
界 

⑤ 

各
地
域
の
人
々
の
合
意
形
成
に
よ
り
つ
く
ら
れ
る
世
界 

 

 

〔
問
４
〕 

ひ
い
て
は
自
然
を
つ
く
る
と
あ
る
が
、
こ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う

ち
の
ど
れ
か
。 

 

① 

風
土
に
お
い
て
自
然
と
人
間
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
の
で
、
風
土
に
属
す
る
人
々
に

は
持
続
可
能
性
を
考
え
主
体
的
に
自
然
を
つ
く
る
責
任
が
あ
る
。 

② 

「
私
た
ち
」
を
内
在
化
す
る
風
土
の
視
点
で
自
然
を
つ
く
る
こ
と
に
よ
り
、
地
球
全
体

の
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
考
え
行
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

③ 

自
然
と
人
間
が
ひ
と
ま
と
ま
り
の
関
係
に
あ
る
風
土
を
前
提
に
持
続
可
能
性
を
考
え
行

動
す
る
こ
と
は
、
自
然
を
つ
く
る
こ
と
に
も
つ
な
が
る
。 

④ 

持
続
可
能
性
を
考
え
行
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
然
と
人
間
が
不
可
分
の
関
係
に
な

る
の
で
、
自
然
を
つ
く
る
こ
と
は
人
間
を
つ
く
る
こ
と
に
な
る
。 

⑤ 

サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
考
え
行
動
す
る
こ
と
に
よ
り
つ
く
ら
れ
た
自
然
は
、
徐
々
に

人
間
と
不
可
分
な
ひ
と
ま
と
ま
り
の
関
係
に
な
っ
て
い
く
。 
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（
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〔
問
５
〕 

範
疇
と
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
の
意
味
と
同
じ
か
た
か
な
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、

次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 
① 
エ
ピ
ゴ
ー
ネ
ン 

② 

カ
テ
ゴ
リ
ー 

③ 

デ
ィ
テ
ー
ル 

④ 

テ
ー
マ 

⑤ 

ニ
ュ
ア
ン
ス 

  

〔
問
６
〕 

ど
こ
か
他
人
事
の
よ
う
な
感
覚
が
生
じ
る
と
あ
る
が
、
こ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も

の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 

① 

巨
視
的
な
視
点
か
ら
環
境
問
題
に
取
り
組
む
と
、
自
然
と
人
間
が
互
い
に
定
義
し
合
う

こ
と
が
難
し
く
な
る
の
で
、
「
私
た
ち
」
と
い
う
意
識
が
希
薄
に
な
る
。 

② 

全
人
類
の
開
発
目
標
と
い
う
枠
組
み
で
は
、
「
私
た
ち
」
が
全
人
類
に
対
し
て
小
さ
な

存
在
と
な
る
の
で
、
「
私
た
ち
」
と
い
う
感
覚
が
成
り
立
ち
難
く
な
る
。 

③ 

世
界
共
通
の
環
境
問
題
で
は
、
自
然
と
人
間
が
ひ
と
ま
と
ま
り
の
関
係
に
な
る
の
で
、

「
私
た
ち
」
と
い
う
感
覚
を
も
つ
こ
と
は
不
可
能
に
な
る
。 

④ 

環
境
問
題
の
議
論
は
活
発
に
な
さ
れ
る
が
、
責
任
の
所
在
が
曖
昧
な
の
で
、
課
題
に
向

き
合
う
段
階
で
、
行
動
主
体
と
な
る
主
語
は
見
失
わ
れ
る
。 

⑤ 

Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
は
そ
の
枠
組
み
が
大
き
す
ぎ
る
た
め
、
逆
限
定
の
関
係
を
補
っ
て
も
、
環
境

問
題
に
対
し
て
当
事
者
意
識
を
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。 

  
 

―
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（
３
） 

（
４
） 



 

〔
問
７
〕 

こ
の
文
章
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 
① 
環
境
（Environment

）
の
日
本
語
訳
に
「
風
土
」
の
意
味
が
存
在
し
な
い
点
か
ら
、

「
風
土
の
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
」
は
日
本
独
特
の
も
の
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。 

② 

あ
る
地
域
に
暮
ら
す
人
た
ち
（
＝
私
た
ち
）
を
主
語
と
し
て
風
土
が
語
ら
れ
る
の
で
、

個
人
が
そ
れ
ぞ
れ
単
独
で
風
土
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。 

③ 

環
境
の
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
は
人
間
が
環
境
に
働
き
か
け
る
が
、
風
土
の

サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
に
お
い
て
は
自
然
が
一
方
的
に
「
私
た
ち
」
に
働
き
か
け
る
。 

④ 

風
土
の
視
点
か
ら
サ
ス
テ
イ
ナ
ビ
リ
テ
ィ
を
語
る
と
、
「
私
た
ち
」
と
い
う
意
識
が
弱

く
な
っ
て
し
ま
う
、
あ
る
い
は
消
え
て
し
ま
う
と
い
う
問
題
に
必
ず
直
面
す
る
。 

⑤ 

全
地
球
的
な
風
土
と
い
う
認
識
に
対
し
て
著
者
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
感
じ
て
い
な
い
が
、

そ
う
し
た
認
識
も
可
能
だ
と
す
る
、
著
者
と
は
異
な
る
議
論
は
存
在
す
る
。 

 
 

―
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二 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
各
問
に
答
え
よ
。 

 

    

私
が
あ
な
た
の
こ
と
を
こ
う
言
っ
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
か
。 

「
諒
太
君
は
、
誰
よ
り
も
親
切
で
優
し
い
ね
。
君
ほ
ど
優
し
い
人
は
い
な
い
よ
」 

き
っ
と
あ
な
た
は
喜
び
な
が
ら
も
、
心
の
中
で
こ
う
思
う
で
し
ょ
う
ね
。 

 

「
そ
れ
ほ
ど
で
も
な
い
よ
。
冷
た
い
一
面
だ
っ
て
あ
る
し
、
自
分
の
こ
と
し
か
考
え
て
な
い
と
き
だ
っ

て
あ
る
」
っ
て
ね
。 

で
は
、
私
が
こ
う
言
っ
た
ら
ど
う
で
す
か
？ 

「
じ
ゃ
あ
、
君
ほ
ど
冷
た
い
人
は
い
な
い
。
自
分
の
こ
と
ば
っ
か
り
考
え
て
他
の
人
の
こ
と
な
ん
て
お

構
い
な
し
だ
」 

き
っ
と
、
あ
な
た
は
こ
う
思
う
で
し
ょ
う
。 

「
そ
れ
ほ
ど
ひ
ど
く
な
い
。
も
っ
と
ひ
ど
い
や
つ
だ
っ
て
い
る
し
、
こ
れ
で
も
他
の
人
に
気
を
遣
っ
て

い
る
ん
だ
よ
」
っ
て
ね
。 

同
じ
よ
う
に
、
「
暗
い
」
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
う
で
も
な
い
と
思
う
し
、
「
明
る
い
」
と
言
わ
れ
れ

ば
「
暗
い
と
き
も
あ
る
」
と
思
え
る
。
「
強
い
」
と
言
わ
れ
る
と
「
弱
い
と
こ
ろ
も
あ
る
っ
て
こ
と
を

わ
か
っ
て
も
ら
え
な
い
」
と
思
え
る
し
、
「
弱
い
」
と
言
わ
れ
る
と
「
そ
ん
な
こ
と
な
い
！
」
と
反
論

し
た
く
な
る
。 

諒
太
君
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
そ
う
。
人
間
っ
て
み
ん
な
、
そ
う
な
ん
で
す
。 

  

Ａ 

人
間
に
は
過
不
足
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
性
格
が
備
わ
っ
て
い
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
性
格
は
変
え

よ
う
と
し
て
も
変
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
別
の
言
い
方
を
す
る
と
、
変
え
よ
う
と
し
な
く
て
も
、

性
格
は
ち
ゃ
ん
と
あ
る
、
、
ん
で
す
。 

あ
な
た
に
と
っ
て
、
あ
る
人
が
と
て
も
わ
が
ま
ま
で
意
地
悪
な
性
格
の
よ
う
に
感
じ
る
こ
と
が
あ
る

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
で
も
そ
れ
は
、
そ
の
人
が
〝
わ
が
ま
ま
で
意
地
悪
〟
な
の
で
は
な
い
の
で
す
。
い

ろ
い
ろ
あ
る
感
情
の
中
で
、
あ
な
た
の
前
で
は
あ
な
た
が
〝
わ
が
ま
ま
で
意
地
悪
〟
だ
と
感
じ
る
一
面

し
か
見
せ
よ
う
と
し
て
い
な
い
だ
け
な
の
で
す
。 

 『
相
手
を
変
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
』 

『
す
べ
て
の
人
に
あ
ら
ゆ
る
性
格
が
備
わ
っ
て
い
る
』 

 

就
職
活
動
に
悩
ん
で
い
る
大
学
生
の
西
山
諒
太
は
、
ふ
と
し
た
き
っ
か
け
か
ら
「
手
紙
屋
」
の
存
在

を
知
り
、
手
紙
の
や
り
取
り
を
始
め
る
。
「
手
紙
屋
」
か
ら
の
何
通
目
か
の
返
事
に
は
、
「
今
日
は
、

あ
な
た
が
出
会
っ
た
人
す
べ
て
を
あ
な
た
の
味
方
に
す
る
魔
法
の
方
法
を
教
え
よ
う
と
思
い
ま
す
。
そ

れ
は
…
…
、
」
と
書
い
て
あ
っ
た
。 

―
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（
１
）

 

り
ょ
う
た

 

（
２
）

 



 

こ
の
こ
と
が
わ
か
れ
ば
、
あ
と
必
要
な
の
は
、
あ
な
た
が
相
手
の
持
っ
て
い
る
性
格
の
中
で
欲
し
い

も
の
を
引
き
出
し
て
あ
げ
る
存
在
に
な
る
こ
と
な
の
で
す
。 

そ
し
て
、
相
手
の
性
格
を
引
き
出
し
て
あ
げ
る
方
法
が
、
称
号
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。 

 

そ
ん
な
単
純
な
こ
と
で
…
…
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
ん
な
単
純
な
こ
と
で
あ
な
た
は
多
く

の
人
を
味
方
に
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。 

人
は
与
え
ら
れ
た
『
称
号
』
ど
お
り
の
人
間
に
な
ろ
う
と
す
る
か
ら
で
す
。 

 

世
の
中
の
多
く
の
人
は
他
人
に
称
号
を
与
え
る
の
が
大
好
き
で
す
。 

 

Ｂ 

、
与
え
ら
れ
る
側
に
と
っ
て
嬉
し
い
称
号
で
は
な
く
、
あ
ま
り
嬉
し
く
な
い
称
号
ば
か
り
を

与
え
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。 

試
し
に
、
ち
ょ
っ
と
想
像
し
て
み
て
く
だ
さ
い
。 

 

あ
な
た
は
、
あ
な
た
が
い
な
い
と
こ
ろ
で
友
達
か
ら
な
ん
と
言
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
？ 

あ
ま
り
素
晴
ら
し
い
評
価
は
期
待
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。 

こ
れ
は
あ
な
た
が
素
晴
ら
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
人
は
他
人
を
評
す
る

と
き
に
、
あ
ら
ゆ
る
性
格
を
持
つ
複
雑
な
人
と
い
う
と
ら
え
方
を
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
一
番
印

象
に
残
っ
て
い
る
一
面
を
思
い
浮
か
べ
て
、
あ
い
つ
は
○
○
な
や
つ
と
い
う
称
号
を
与
え
た
が
る
か
ら

な
の
で
す
。 

  

Ｃ 

、
意
見
が
対
立
し
た
こ
と
が
あ
る
友
人
か
ら
は 

「
あ
い
つ
は
わ
が
ま
ま
だ
よ
！
」 

な
ん
て
言
わ
れ
る
わ
け
で
す
。 

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
友
人
を
責
め
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
。 

 

な
ぜ
な
ら
、
こ
の
世
の
中
で
そ
の
人
の
欲
し
が
る
称
号
を
、
思
わ
ず
そ
う
な
ろ
う
と
頑
張
っ
て
し
ま

う
よ
う
な
嬉
し
い
称
号
を
、
先
に
与
え
て
く
れ
る
人
な
ん
て
ほ
と
ん
ど
い
な
い
か
ら
で
す
。
み
ん
な
が

与
え
る
称
号
は
「
こ
う
な
れ
」
と
い
う
希
望
を
込
め
た
も
の
で
は
な
く
、
「
こ
ん
な
ま
ず
い
と
こ
ろ
が

あ
る
」
と
い
う
現
状
に
対
す
る
ダ
メ
出
し
ば
か
り
。
み
ん
な
今
の
自
分
が
完
璧
だ
と
思
っ
て
生
き
て
い

る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ろ
い
ろ
悩
み
や
問
題
を
抱
え
て
、
人
と
ぶ
つ
か
っ
た
り
、
傷
つ
け
た
り
、

傷
つ
け
ら
れ
た
り
し
な
が
ら
成
長
し
て
い
ま
す
。
そ
の
過
程
に
い
る
ん
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
分

が
し
た
こ
と
を
見
て
き
た
友
人
た
ち
が
、
そ
れ
だ
け
を
参
考
に
し
て
称
号
を
与
え
た
と
き
に
、
あ
ま
り

よ
い
も
の
に
な
ら
な
い
の
は
当
然
の
結
果
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

で
も
ご
く
ま
れ
に
、
自
分
が
ま
だ
持
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
与
え
ら
れ
る
と
嬉
し
い
称
号
を
与
え

て
く
れ
る
人
が
い
ま
す
。 

（
３
）

 

（
４
）

 

―
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す

 

ば

 

う
れ

 



 

世
の
中
で
〝
偉
人
〟
と
呼
ば
れ
る
人
を
育
て
た
母
親
で
す
。
母
親
で
な
い
場
合
も
あ
り
ま
す
が
、
と

に
か
く
そ
の
偉
人
を
育
て
た
人
で
す
。 

偉
人
と
呼
ば
れ
る
人
々
に
は
、
あ
る
共
通
点
が
あ
り
ま
す
。
誰
も
が
素
晴
ら
し
い
才
能
を
持
っ
て
い

た
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、
実
は
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
素
晴
ら
し
い
才
能
と
は
世
の

中
の
す
べ
て
の
人
が
持
っ
て
い
る
も
の
で
す
。 

で
は
、
い
っ
た
い
何
で
し
ょ
う
か
。 

 

実
は
、
偉
人
と
し
て
成
功
す
る
前
か
ら
、
〝
将
来
成
功
す
る
〟
と
い
う
称
号
を
与
え
ら
れ
て
育
っ
た

と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。 

そ
れ
は
母
親
、
父
親
、
周
囲
に
い
た
大
人
、
場
合
に
よ
っ
て
は
自
分
で
選
ん
だ
師
匠
か
ら
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
と
に
か
く
周
囲
の
誰
が
な
ん
と
言
お
う
と
、
「
お
ま
え
は
、
将
来
世
の
中
の
多
く
の
人
の
た

め
に
な
る
素
晴
ら
し
い
才
能
を
持
っ
て
い
る
ん
だ
よ
」
と
い
う
称
号
を
与
え
ら
れ
て
育
っ
て
い
る
ん
で

す
。
そ
し
て
事
実
、
そ
う
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。
与
え
ら
れ
た
称
号
ど
お
り
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。 

 

私
は
、
今
の
世
の
中
に
偉
人
と
い
わ
れ
る
人
が
少
な
い
の
は
、
そ
の
称
号
を
与
え
る
人
が
少
な
い
か

ら
に
他
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。 

そ
こ
で
、
も
し
あ
な
た
が
相
手
の
欲
し
い
称
号
を
与
え
る
人
に
な
っ
た
ら
ど
う
な
る
か
を
考
え
て
み

て
く
だ
さ
い
。 

あ
な
た
は
、 

Ｘ 

に
な
る
で
し
ょ
う
。
あ
な
た
の
与
え
た
称
号
の
お
か
げ
で
、
こ
の
世
の
中
に

偉
人
が
た
く
さ
ん
誕
生
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

そ
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
あ
な
た
と
の
出
会
い
は
人
生
に
お
け
る
こ
の
上
な
い
幸
せ
に
な
る
こ
と
で

し
ょ
う
。 

（
喜
多
川
泰
『
手
紙
屋
～
僕
の
就
職
活
動
を
変
え
た
十
通
の
手
紙
～
』
よ
り
） 

 
 

―
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き

 

た

 

が
わ

 

や
す
し

 



 

〔
問
８
〕 

同
じ
よ
う
に
、
「
暗
い
」
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
う
で
も
な
い
と
思
う
し
、
「
明
る
い
」
と

言
わ
れ
れ
ば
「
暗
い
と
き
も
あ
る
」
と
思
え
る
と
あ
る
が
、
手
紙
屋
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る

理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 

① 

手
紙
の
や
り
取
り
を
通
し
て
、
諒
太
が
あ
ま
の
じ
ゃ
く
な
性
格
で
あ
る
と
見
抜
い
た
か

ら
。 

② 

手
紙
の
や
り
取
り
を
通
し
て
、
諒
太
に
は
あ
ら
ゆ
る
性
格
が
備
わ
っ
て
い
る
と
見
抜
い

た
か
ら
。 

③ 

人
の
性
格
は
、
時
や
条
件
に
よ
っ
て
次
々
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
か

ら
。 

④ 

人
は
皆
過
不
足
な
く
、
あ
る
限
り
の
性
格
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る

か
ら
。 

⑤ 

人
の
性
格
と
い
う
も
の
は
存
在
せ
ず
、
見
る
人
の
思
い
の
反
映
に
す
ぎ
な
い
と
思
っ
て

い
る
か
ら
。 

  

〔
問
９
〕 

空
欄 

Ａ 

、 

Ｂ 

、 

Ｃ 

に
当
て
は
ま
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切

な
も
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 

① 

Ａ 

つ
ま
り 

 
 
 

Ｂ 

で
も 

 
 
 

Ｃ 

例
え
ば 

② 

Ａ 

つ
ま
り 

 
 
 

Ｂ 

し
か
し 

 
 

Ｃ 

し
た
が
っ
て 

③ 

Ａ 

す
な
わ
ち 

 
 

Ｂ 

さ
ら
に 

 
 

Ｃ 

し
た
が
っ
て 

④ 

Ａ 

い
わ
ば 

 
 
 

Ｂ 

し
か
し 
 
 

Ｃ 

例
え
ば 

⑤ 

Ａ 

す
な
わ
ち 

 
 

Ｂ 

で
も 

 
 
 

Ｃ 

要
す
る
に 

  

〔
問
10
〕 

わ
が
ま
ま
で
と
あ
る
が
、
「
わ
が
ま
ま
だ
」
に
近
い
意
味
の
四
字
熟
語
と
し
て
最
も
適
切

な
も
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 

① 

呉
越
同
舟 

② 

温
故
知
新 

③ 

無
我
夢
中 

④ 

他
力
本
願 

⑤ 

我
田
引
水 

（
１
）

 

（
２
）

 

―
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〔
問
11
〕 

称
号
を
与
え
る
と
同
じ
意
味
で
「
称
」
を
用
い
て
い
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の

は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 
① 
対
称 

② 

称
賛 

③ 

称
揚 

④ 

敬
称 

⑤ 

称
量 

  

〔
問
12
〕 

あ
ま
り
嬉
し
く
な
い
称
号
ば
か
り
を
与
え
て
生
き
て
い
る
の
で
す
と
あ
る
が
、
こ
の
理

由
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 

① 

与
え
ら
れ
る
側
に
と
っ
て
う
れ
し
い
称
号
を
先
に
与
え
て
く
れ
る
人
な
ど
ほ
と
ん
ど

存
在
し
な
い
か
ら
。 

② 

悩
み
を
抱
え
て
成
長
す
る
途
上
に
あ
る
他
人
を
見
た
多
く
の
人
は
、
そ
の
よ
う
な
未
熟

な
点
が
強
く
印
象
に
残
っ
て
い
る
か
ら
。 

③ 

人
は
、
自
分
に
つ
い
て
は
「
こ
う
な
れ
」
と
思
う
が
、
相
手
に
対
し
て
は
「
こ
う
な
れ
」

と
い
う
希
望
を
抱
か
な
い
か
ら
。 

④ 

今
の
世
の
中
に
偉
人
と
言
わ
れ
る
人
が
少
な
い
の
は
、
昔
に
比
べ
て
偉
人
と
い
う
称
号

を
与
え
る
人
が
少
な
い
か
ら
。 

⑤ 

自
分
の
一
番
印
象
に
残
っ
て
い
る
、
相
手
の
今
ま
で
で
最
も
気
に
入
ら
な
い
一
面
を
思

い
浮
か
べ
る
人
が
多
い
か
ら
。 

  

〔
問
13
〕 

空
欄 

Ｘ 

に
当
て
は
ま
る
文
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 

① 

あ
な
た
と
出
会
う
人
々
に
と
っ
て
、
人
生
を
共
に
す
る
存
在 

② 

自
分
に
自
信
を
も
て
な
い
人
に
と
っ
て
、
都
合
の
良
い
存
在 

③ 

あ
な
た
の
所
属
す
る
集
団
内
で
、
リ
ー
ダ
ー
的
な
存
在 

④ 

あ
な
た
の
家
族
に
と
っ
て
、
唯
一
無
二
の
大
切
な
存
在 

⑤ 

世
の
中
の
多
く
の
人
に
と
っ
て
、
か
け
が
え
の
な
い
存
在 

  

（
３
） 

―
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―
 

（
４
） 



 

三 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
各
問
に
答
え
よ
。 

 

た
と
え
ば
友
人
に
「
紅
玉
は
お
い
し
い
よ
ね
」
と
語
っ
た
と
き
、
こ
の
「
紅
玉
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、

そ
の
基
礎
的
な
意
味
を
相
手
に
伝
え
る
だ
け
で
な
く
、
相
手
が
そ
の
味
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ

の
人
の
な
か
に
、
紅
玉
独
特
の
強
い
酸
味
の
き
い
た
甘
さ
を
あ
り
あ
り
と
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
そ
れ
を
言
葉
の
喚
起
機
能
と
呼
ん
で
よ
い
と
思
い
ま
す
が
、
わ
た
し
た
ち
は
、
「
紅
玉
」
と

い
う
こ
と
ば
を
聞
い
た
と
き
、
そ
の
音
声
越
し
に
基
礎
的
な
意
味
を
聞
く
だ
け
で
な
く
、 

Ａ 

そ
の

意
味
を
越
え
て
、
こ
の
こ
と
ば
が
も
つ
豊
か
な
意
味
あ
い
を
も
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
こ
こ
に

鍵
が
あ
り
そ
う
で
す
。 

 

Ｂ 

、
わ
た
し
た
ち
は
い
く
ら
こ
と
ば
を
重
ね
て
も
、
紅
玉
の
ビ
ミ
ョ
ウ
な
味
を
こ
と
ば
で
表
現

し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
言
葉
の
限
界
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
他
方
、
い
ま
言
っ
た
機

能
に
よ
っ
て
、
そ
の
味
を
直
接
相
手
の
な
か
に
喚
起
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
働
き
が
あ

る
か
ら
こ
そ
、
わ
た
し
た
ち
の
会
話
は
、
ヘ
イ
バ
ン
な
意
味
の
や
り
と
り
に
終
始
せ
ず
、
い
き
い
き
と

し
た
も
の
に
な
る
の
だ
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
の
は
、
相
手
が
自
分
と
同
じ
経
験
を
し
て
い
る
場
合
だ

け
に
か
ぎ
ら
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
わ
た
し
は
言
葉
の
喚
起
機
能
は
も
う
少
し
広
が
り
を
も
っ
た
も
の

だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
力
は
と
く
に
詩
歌
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
ま
す
。
そ
の
こ
と
を
具
体
的

な
例
を
通
し
て
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
芭
蕉
に
次
の
よ
う
な
句
が
あ
り
ま
す
。 

 

よ
く
み
れ
ば
薺
花
さ
く
垣
ね
か
な 

 

薺
と
い
う
の
は
、
「
せ
り
、
な
ず
な
、
ご
ぎ
ょ
う
、
は
こ
べ
ら
、
ほ
と
け
の
ざ
…
…
」
と
言
わ
れ
る

春
の
七
草
の
一
つ
で
す
。
ペ
ン
ペ
ン
草
と
い
う
別
名
を
も
つ
、
雑
草
の
代
表
の
よ
う
な
草
で
す
。
そ
れ

を
フ
る
と
実
が
ペ
ン
ペ
ン
と
音
を
立
て
る
の
で
、
子
ど
も
が
遊
び
に
使
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
花

は
実
に
地
味
な
小
さ
い
白
い
花
で
、 

Ｃ 

注
意
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
花
に
芭
蕉
は
目

を
留
め
、
そ
の
地
味
な
花
が
も
つ
美
し
さ
に
動
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
の
句
か
ら
わ
か
り
ま
す
。 

「
よ
く
み
れ
ば
」
と
い
う
の
は
、
た
だ
単
に
「
よ
く
観
察
す
れ
ば
」
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
常
の
生
活
の
延
長
上
で
、
よ
り
精
確
に
観
察
さ
れ
た
事
態
が
こ
こ
で
詠
わ
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
日
常
の
も
の
を
見
る
目
、
も
の
を
見
る
立
場
と
い
う
も
の
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
開
か
れ
て
く
る

世
界
が
詠
わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
と
思
い
ま
す
。 

ふ
だ
ん
、
わ
た
し
た
ち
は
生
活
の
た
め
に
け
ん
め
い
に
働
い
て
い
ま
す
。
必
死
で
働
い
て
い
る
と
き
、

な
ず
な
の
よ
う
な
地
味
な
花
の
美
し
さ
が
目
に
入
っ
て
く
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
活
の
た
め
に
と

い
う
枠
が
外
れ
た
と
き
に
は
じ
め
て
、
何
の
役
に
も
立
た
な
い
、
少
し
も
注
意
を
引
か
な
い
、
ご
く
ご

く
小
さ
い
も
の
の
な
か
に
あ
る
美
が
目
に
入
っ
て
き
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
も
の
を
見
る
目
が
変
わ
り
、

世
界
の
経
験
の
さ
れ
方
が
変
わ
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
芭
蕉
は
そ
の
世
界
を
、

（
注
１
）

 

 

（
２
） 

（
１
） 

ａ 

ｂ 

ば

 

な
ず
な 

 

ｃ 

う
た
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し
ょ
う

 



 

そ
し
て
そ
の
世
界
の
な
か
に
見
い
だ
さ
れ
る
美
を
詠
っ
た
の
で
す
。 

こ
の
句
を
読
ん
だ
と
き
、 

Ｘ 

、
芭
蕉
が
言
お
う
と
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

芭
蕉
と
と
も
に
「
よ
く
み
れ
ば
薺
花
さ
く
垣
ね
か
な
」
と
い
う
こ
と
ば
の
背
後
に
あ
る
「
こ
と
」
の
世

界
へ
と
、
つ
ま
り
芭
蕉
が
経
験
し
て
い
る
美
の
世
界
へ
と
引
き
入
れ
ら
れ
て
い
き
ま
す
。 

こ
の
句
も
そ
う
で
す
が
、
詩
歌
は
特
別
な
こ
と
ば
を
用
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
詩
歌
が
用
い

る
一
つ
ひ
と
つ
の
こ
と
ば
は
、
わ
た
し
た
ち
が
日
常
の
会
話
の
な
か
で
使
っ
て
い
る
の
と
同
じ
も
の
で

す
。
日
常
の
事
物
を
言
い
表
す
こ
と
ば
を
使
い
な
が
ら
、
詩
歌
は
、
こ
の
こ
と
ば
の
背
後
に
、
日
常
の

世
界
を
超
え
た
世
界
を
く
り
広
げ
て
い
く
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。
と
く
に
俳
句
や
短
歌
は
ご
く
わ

ず
か
の
こ
と
ば
し
か
使
い
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
を
読
む
人
の
う
ち
に
、
か
ぎ
り
な
い
「
こ
と
」
を
喚
び
起

こ
し
、
無
限
に
大
き
な
「
こ
と
」
の
世
界
を
切
り
開
い
て
い
き
ま
す
。
詩
歌
を
読
む
人
は
、
一
つ
ひ
と

つ
の
こ
と
ば
を
読
み
な
が
ら
、
そ
れ
を
踏
み
こ
え
て
こ
の
無
限
の
「
こ
と
」
の
世
界
の
な
か
に
参
入
し

て
い
く
の
で
す
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
と
こ
ろ
に
詩
歌
の
力
が
、
広
く
言
え
ば
言
葉
の
力
が
あ
る
と
言

え
ま
す
。 

（
藤
田
正
勝
『
は
じ
め
て
の
哲
学
』
よ
り
） 

 （
注
１
）
紅
玉
―
―
リ
ン
ゴ
の
一
品
種
。 
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（
３
） 

よ 

ふ
じ 

た 

ま
さ 

か
つ 



 

〔
問
14
〕 

酸
味
と
あ
る
が
、
こ
れ
と
同
じ
構
成
の
熟
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
の 

 
 

 
 

ど
れ
か
。 

 
① 
漆
黒 

② 

余
裕 

③ 

日
照 

④ 

納
涼 

⑤ 

任
免 

  

〔
問
15
〕 

空
欄 

Ａ 

、 

Ｂ 

、 

Ｃ 
に
当
て
は
ま
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適

切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 

① 

Ａ 

そ
れ
に
よ
り 

 
 

Ｂ 

も
ち
ろ
ん 

 
 

Ｃ 

ま
っ
た
く 

② 

Ａ 

そ
れ
に
よ
り 

 
 

Ｂ 

も
ち
ろ
ん 

 
 

Ｃ 

ほ
と
ん
ど 

③ 

Ａ 

さ
ら
に 

 
 
 
 

Ｂ 

た
し
か
に 

 
 

Ｃ 
決
し
て 

④ 

Ａ 

さ
ら
に 

 
 
 
 

Ｂ 

た
し
か
に 

 
 

Ｃ 

ほ
と
ん
ど 

⑤ 

Ａ 

し
か
も 

 
 
 
 

Ｂ 

も
ち
ろ
ん 

 
 

Ｃ 

ま
っ
た
く 

  

〔
問
16
〕 

ビ
ミ
ョ
ウ
、
ヘ
イ
バ
ン
、
フ
る
の
傍
線
部
に
該
当
す
る
漢
字
を
含
む
熟
語
の
組
み
合
わ
せ

と
し
て
正
し
い
も
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 

① 

ａ 

国
境
の
警
ビ
を
す
る
。 
 

ｂ 

バ
ン
石
な
態
勢
を
整
え
る
。 

ｃ 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
が
シ
ン
動
す
る
。 

② 

ａ 

ビ
笑
を
浮
か
べ
る
。 

 

ｂ 

模
擬
店
の
看
バ
ン
を
掲
げ
る
。 

ｃ 

科
学
の
シ
ン
興
を
図
る
。 

③ 

ａ 

大
自
然
を
賛
ビ
す
る
。 

 

ｂ 

バ
ン
国
博
覧
会
に
行
く
。 

ｃ 

法
案
を
シ
ン
議
す
る
。 

④ 

ａ 

ビ
力
な
が
ら
全
力
を
尽
く
す
。 

ｂ 

早
バ
ン
回
復
に
転
じ
る
だ
ろ
う
。 

ｃ 

野
球
の
シ
ン
判
を
す
る
。 

⑤ 

ａ 

石
油
を
ビ
蓄
す
る
。 

 
 

 
 

ｂ 

黒
バ
ン
に
円
を
描
く
。 

ｃ 

打
撃
が
不
シ
ン
で
あ
る
。 

  
 

（
１
） 
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ａ 

ｂ 

ｃ 



 

〔
問
17
〕 

言
葉
の
限
界
が
あ
り
ま
す
と
あ
る
が
、
こ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う

ち
の
ど
れ
か
。 

 

① 
言
葉
は
、
同
じ
経
験
の
な
い
人
に
は
文
字
ど
お
り
の
意
味
し
か
伝
え
ら
れ
な
い
と
い
う

こ
と
。 

② 

言
葉
が
も
つ
豊
か
な
意
味
合
い
を
表
現
す
る
方
法
は
こ
の
先
も
つ
く
り
出
さ
れ
る
こ
と

が
な
い
と
い
う
こ
と
。 

③ 

味
覚
で
得
た
情
報
を
言
葉
だ
け
で
十
分
に
伝
達
し
理
解
し
て
も
ら
う
こ
と
は
難
し
い
と

い
う
こ
と
。 

④ 

多
様
な
捉
え
方
が
あ
る
情
報
に
つ
い
て
、
自
分
の
捉
え
方
を
万
人
に
言
葉
で
伝
え
る
こ

と
は
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と
。 

⑤ 

物
事
の
細
部
ま
で
表
現
す
る
に
は
言
葉
を
重
ね
る
必
要
が
あ
り
、
多
大
な
時
間
を
要
す

る
と
い
う
こ
と
。 

  

〔
問
18
〕 

空
欄 

Ｘ 

に
当
て
は
ま
る
文
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 

① 

わ
た
し
た
ち
は
け
ん
め
い
に
、
必
死
で
働
い
て
い
る
生
活
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で 

② 

わ
た
し
た
ち
は
芭
蕉
の
使
っ
た
こ
と
ば
を
踏
み
こ
え
て 

③ 

わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
ま
で
な
ず
な
の
花
の
美
し
さ
に
感
動
し
た
経
験
が
な
く
て
も 

④ 

わ
た
し
た
ち
が
な
ず
な
の
は
か
な
い
美
し
さ
を
知
っ
て
い
る
場
合
に
は 

⑤ 

過
去
に
見
た
な
ず
な
の
地
味
な
美
し
さ
が
わ
た
し
た
ち
に
喚
起
さ
れ
る
の
で 

  

〔
問
19
〕 

無
限
に
と
あ
る
が
、
「
無
限
に
」
の
「
に
」
と
用
法
が
同
じ
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も

の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 

① 

十
月
だ
と
い
う
の
に
、
真
夏
の
暑
さ
だ
。 

② 

暗
に
決
意
を
ほ
の
め
か
す
。 

③ 

や
っ
と
泳
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

④ 

子
供
が
健
や
か
に
育
つ
。 

⑤ 

庭
に
花
を
植
え
る
。 
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（
３
） 

（
２
） 



 

〔
問
20
〕 

こ
の
文
章
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
の
ど
れ
か
。 

 
① 
紅
玉
独
特
の
酸
味
の
き
い
た
甘
さ
を
相
手
に
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
が
、
紅

玉
と
い
う
言
葉
が
も
つ
豊
か
な
味
を
喚
起
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

② 

紅
玉
を
食
べ
た
こ
と
が
あ
る
人
と
、
食
べ
た
こ
と
が
な
い
人
と
の
間
で
、
そ
の
お
い
し

さ
に
つ
い
て
話
す
場
合
、
会
話
は
単
な
る
意
味
の
や
り
取
り
に
終
始
す
る
。 

③ 

普
通
の
人
な
ら
気
に
も
留
め
な
い
、
ご
く
ご
く
小
さ
い
な
ず
な
の
地
味
な
美
し
さ
が
芭

蕉
の
目
に
入
っ
た
の
は
、
彼
が
観
察
力
に
優
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。 

④ 

詩
歌
の
言
葉
は
基
礎
的
な
意
味
と
い
う
点
で
は
日
常
の
言
葉
と
同
じ
で
あ
る
が
、
喚
起

機
能
と
い
う
点
で
は
日
常
の
言
葉
よ
り
も
優
れ
て
い
る
。 

⑤ 

詩
歌
が
用
い
る
言
葉
は
、
日
常
の
会
話
の
中
で
使
っ
て
い
る
も
の
と
同
じ
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
日
常
の
世
界
を
超
え
た
世
界
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 
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