
平
成
二
十
四
年
度

（
手
話
通
訳
学
科
）
入
学
試
験
問
題

 
 

 
 

 
国 

 

語

 
 

注
意

問
題
は
二
頁
～
十
二
頁
に
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

 
 
 
 

 
 

解
答
は
解
答
用
紙
の
所
定
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。



第
一
問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

ア
メ
リ
カ
の
憲
法
学
者
ロ
ー
レ
ン
ス
・
レ
ッ
シ
グ
（Law

rence Lessig

）
は
、
情
報
化
社
会
に
お
け

る
権
力
の
あ
り
方
を
論
じ
た
著
書
『C

O
D

E

』
に
お
い
て
、
我
々
を
規
制
す
る
手
段
に
法
・
市
場
・
社
会

規
範
・
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
い
う
四
つ
の
モ
ー
ド
が
あ
る
と
分
析
し
た
。

た
と
え
ば
い
ま
、
ホ
ー
ム
レ
ス
が
地
下
街
の
通
路
で
寝
る
の
を
や
め
さ
せ
た
い
と
し
よ
う
。
我
々
は
も

ち
ろ
ん
法
に
よ
っ
て
そ
れ
を
禁
じ
た
り
、
そ
れ
は
よ
く
な
い
こ
と
だ
と
社
会
規
範
に
訴
え
て
説
得
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
地
下
街
と
い
う
公
共
の
空
間
の
価
格
を
操
作
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
ダ
イ

タ
イ
財

で
あ
る
安
ア
パ
ー
ト
や
簡
易
宿
泊
所
の
価
格
を
引
き
下
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、 

 
 

 

に
地
下
街
で

寝
る
人
は
減
る
こ
と
だ
ろ
う
。
財
の
価
格
や
供
給
水
準
を
決
め
る
市
場
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
人
々
の
行

動
は
左
右
さ
れ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
た
と
え
ば
妙
な
突
起
物
を
設
置
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
寝
こ
ろ
ぶ
こ
と
の
で
き
る

隙
間
を 

 
 

 

に
な
く
し
て
い
く
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
よ
る
支
配
で
あ
る
。
レ
ッ

シ
グ
は
「
社
会
生
活
の
『 

 
 

 

に
つ
く
ら
れ
た
環
境
』
」
を
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
と
呼
ん
で
い
る
。
我
々

が
そ
の
内
部
で
行
為
を
行
な
う
空
間
の
あ
り
方
そ
れ
自
体
に
操
作
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
行

動
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
だ
。

も
ち
ろ
ん
先
ほ
ど
の
地
下
街
の
例
は
、
架
空
の
も
の
で
は
な
い
。
新
宿
駅
の
西
口
か
ら
都
庁
に
向
か
う

地
下
通
路
の
目
立
た
な
い
部
分
、
周
囲
か
ら
引
っ
込
ん
で
人
々
の
通
行
し
に
く
い
部
分
、
言
い
換
え
れ
ば

ホ
ー
ム
レ
ス
た
ち
が
通
行
人
に
邪
魔
さ
れ
る
こ
と
な
く
寝
転
が
れ
る
よ
う
な
部
分
に
は
、
青
島
都
知
事
時

代
の
一
九
九
六
年
、
オ
ブ
ジ
ェ
と
称
す
る
奇
態
な
出
っ
張
り
が
設
置
さ
れ
た
。
斜
め
に
切
り
取
ら
れ
た
先

端
は
、
ホ
ー
ム
レ
ス
を
そ
の
領
域
か
ら
完
全
に
排
除
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
。
通
路
の
反
対
側
、
動
く

歩
道
と
の
あ
い
だ
に
設
け
ら
れ
た
フ
ェ
ン
ス
も
、
歩
道
と
の
あ
い
だ
を
仕
切
る
だ
け
で
な
く
、
一
定
の
面

積
が
確
保
さ
れ
る
こ
と
を
妨
害
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

自
然
法
則
は
誰
か
が
決
め
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
我
々
が
空
を
飛
べ
な
い
こ
と
は
自
由
に
対
す
る
制

約
で
は
な
い
と
、
リ
バ
タ
リ
ア
ン
は
言
っ
た
の
だ
っ
た
。
だ
が
法
則
そ
れ
自
体
は
そ
う
だ
と
し
て
も
、
そ

れ
が
働
く
環
境
自
体
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
が
何
か
を
す
る
可
能
性
が
あ
ら
か
じ
め
奪
わ
れ
て

い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
も
ま
た
自
由
の
侵
害
に
は
あ
た
ら
な
い
、
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
権
力
を

ク
シ
し
よ
う
と
す
る
主
体
は
決
し
て
国
家
や
地
方
自
治
体
に
限
定
さ
れ
る
わ
け

で
は
な
い
。
二
〇
〇
五
年
に
開
港
し
た
中
部
国
際
空
港
・
出
発
ロ
ビ
ー
の
ベ
ン
チ
は
、
合
間
合
間
に
挟
ま

れ
た
ひ
じ
掛
け
に
よ
っ
て
、
座
席
部
分
が
三
つ
連
続
し
な
い
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
は
、

ベ
ン
チ
を
占
拠
し
て
寝
こ
ろ
ぶ
旅
行
客
が
出
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
の
空
港
会
社
に
よ
る
工
夫
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
二
〇
〇
六
年
に
発
覚
し
た
東
横
イ
ン
不
正
改
造
問
題
を
想
起
し
よ
う
。
ハ
ー
ト
ビ
ル
法
（
高

齢
者
、
身
体
障
害
者
等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
特
定
建
築
物
の
建
築
の
促
進
に
関
す
る
法
律
、
平
成
六
年

法
律
四
四
号
）
に
よ
っ
て
公
共
性
の
高
い
建
築
物
に
設
置
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
た
設
備
を
、
検
査
が
終

わ
っ
た
後
で
不
正
に
撤
去
し
た
り
改
造
し
て
客
室
に
転
用
し
た
な
ど
の
不
正
が 

 
 

 

に
行
な
わ
れ
た

事
件
で
あ
る
。
特
別
な
対
応
を
必
要
と
す
る
身
体
障
害
者
を

コ
キ
ャ
ク
か
ら
排
除
す
る
た
め
の
一
つ
の

簡
単
な
方
法
は
、
障
害
者
が
ホ
テ
ル
に
入
っ
て
く
る
可
能
性
を
物
理
的
に
消
去
す
る
こ
と
だ
。
ロ
ビ
ー
の

床
か
ら
視
覚
障
害
者
の
た
め
の
点
字
ブ
ロ
ッ
ク
を
撤
去
す
る
と
い
う
対
応
を
、
Ａ
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
的
支

配
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

レ
ッ
シ
グ
自
身
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
で
可
能
と
な
る
振
る
舞
い
が
さ
ま
ざ
ま
な
プ

ａ

ｂ

ｂ

ｃ

―

二

―



ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
ア
ー
キ
テ
ク
チ

ャ
は
、
従
っ
て
、
そ
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
作
り
出
し
た
「
誰
か
」
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
主
要
な
問
題
と
し
て
考
え
て
い
る
。「
一
九
世
紀
半
ば
に
自
由
を
脅
か
し
て
い
た
の
が
規
範
で
、
二
〇
世

紀
頭
に
は
そ
れ
が
国
家
の
力
で
、
二
〇
世
紀
半
ば
の
か
な
り
の
部
分
で
自
由
を
脅
か
し
た
の
が
市
場
だ
っ

た
な
ら
、
わ
た
し
の
議
論
と
い
う
の
は
、
二
〇
世
紀
末
か
ら
二
一
世
紀
に
か
け
て
別
の
規
制
手
段
―
―
コ

ー
ド
―
―
こ
そ
が
懸
念
と
な
る
こ
と
を
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
だ
」
（
レ
ッ
シ
グ
）
。
プ
ロ
グ
ラ
ム
の

コ
ー
ド
を
書
く
も
の
が
二
十
一
世
紀
の
権
力
者
に
な
る
と
、
彼
は
恐
れ
て
い
る
。

だ
が
す
で
に
挙
げ
た
例
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
操
作
は
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
中
で

し
か
で
き
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
が
生
き
て
い
る
普
通
の
空
間
に
お
い
て
も
、
そ
れ
は
利
用

さ
れ
得
る
。
だ
が
、
Ｂ
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
権
力
の
ど
こ
が
特
別
な
の
だ
ろ
う
か
。

レ
ッ
シ
グ
が
注
目
す
る
の
は
、
規
制
手
段
へ
の
意
識
を
必
要
と
す
る
か
否
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
法
や

規
範
の
場
合
、
そ
れ
に
違
反
し
た
も
の
に
制
裁
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
規
制
は 

 
 
 

に
機
能

す
る
。
地
下
街
で
寝
た
ホ
ー
ム
レ
ス
は
刑
事
罰
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
人
々
に
指
さ

し
て
笑
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
種
の
共
同
体
的
な
制
裁
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
（
こ

こ
で
は
そ
ん
な
規
制
内
容
・
規
制
手
段
を

サ
イ
ヨ
ウ
し
て
よ
い
か
と
い
う
問
題
は
度
外
視
し
て
お
こ
う
）。

も
ち
ろ
ん
我
々
は
制
裁
が
あ
る
こ
と
を
予
想
し
、
そ
れ
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
こ
れ
ら
の
規
制
の

存
在
に
よ
っ
て
特
定
の
行
為
を
思
い
と
ど
ま
る
可
能
性
は
あ
る
。
だ
が
そ
の
た
め
に
は 

 
 
 

 
 

。

と
こ
ろ
が
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
、
そ
の
よ
う
な
意
識
を
必
要
と
し
な
い
。「
鍵
は
、
鍵
が
ド
ア
を
ブ
ロ
ッ

ク
し
て
い
る
の
を
泥
棒
が
知
ら
な
く
て
も
、
泥
棒
を
制
約
す
る
」
（
レ
ッ
シ
グ
）
。
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
権

力
は
、
我
々
が
そ
れ
に
気
付
く
こ
と
な
く
、 

 
 

 
 

 

。
法
律
や
規
範
に
対
し
て
何
の
知
識
も
持
た

な
い
存
在
も
、
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
従
わ
せ
る
こ
と
は
で
き
る
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
人
格
な
き
存
在

で
あ
っ
て
も
支
配
の
対
象
に
で
き
る
こ
と
は
、
鍵
の
か
か
っ
た
ド
ア
の
内
側
に
は
誰
も
―
―
人
間
だ
け
で

な
く
犬
や
猫
も
入
れ
な
く
な
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
権
力
は
、「
個
人
」

を
必
要
と
は
し
な
い
。

我
々
は
知
ら
な
い
う
ち
に
、
あ
る
一
定
の
行
為
可
能
性
の
枠
の
内
側
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
そ
の
枠
の
内
側
で
は
我
々
の
行
為
選
択
に
制
約
を
加
え
る
も
の
は
な
く
、
我
々
は
完
全
な
消

極
的
自
由
を

キ
ョ
ウ
ジ
ュ
で
き
る
と
し
よ
う
。
だ
が
こ
れ
は
本
当
に
自
由
な
の
だ
ろ
う
か
？

も
し

我
々
が
そ
の
制
約
の
存
在
を
知
っ
て
い
た
と
し
て
、
そ
れ
で
も
な
お
我
々
の
選
択
は
そ
の
よ
う
な
制
約
が

な
い
場
合
と
同
じ
だ
と
知
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
迷
路
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
マ
ウ
ス
と
、

ど
こ
が
ど
の
く
ら
い
違
う
の
だ
ろ
う
か
？

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
我
々
の
生
活
を
制
約
す
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
法
や
規
範
に
制
約
さ
れ
る
我
々

が
そ
の
善
悪
良
否
を
論
じ
、
何
を
受
け
入
れ
何
を
拒
絶
す
る
か
を
決
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
、

コ
ー
ド
に
つ
い
て
も
我
々
が
決
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
何
が
「
社
会
規
範
」

で
あ
る
か
は
、
そ
の
社
会
を
形
作
っ
て
い
る
我
々
自
身
が
決
め
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
政
府
が
そ
れ
を
通

じ
て
我
々
を
支
配
す
る
「
法
」
は
、
人
民
が
選
挙
を
通
じ
て
そ
の
政
府
を
支
配
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々

自
身
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
下
に
あ
る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
権
力
に
対
し
て
、
そ

れ
を
形
作
る
コ
ー
ド
に
対
し
て
、
我
々
自
身
に
は
何
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
？

問
題
は
、
そ
こ
に
お
け
る
支
配
が
我
々
の
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
必
要
と
せ
ず
、
我
々
は
そ

こ
で
「
怒
ら
せ
、
狂
乱
さ
せ
」（
ル
ソ
ー
）
ら
れ
は
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
ア
ー
キ
テ

ク
チ
ャ
を
主
体
の
視
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
自
分
を
あ
る
特
定
の
行
動
に
追
い
込
む
・
そ
う
せ
ざ
る
を
得

ｄ
Ｘ

Ｙ

―

三

―



な
く
す
る
シ
ス
テ
ム
を
誰
か
自
分
以
外
の
も
の
が
作
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。
だ
が
そ
れ

に
主
体
が
気
付
く
こ
と
な
し
に
従
わ
さ
れ
て
し
ま
う
、
そ
の
よ
う
な
支
配
の
あ
り
方
が
登
場
す
る
と
い
う

の
が
、
レ
ッ
シ
グ
の
分
析
に
潜
ん
で
い
る
真
の
問
題
な
の
で
あ
る
。

（
大
屋
雄
裕
「
自
由
と
は
何
か
」
）

問
一

傍
線
部

～

と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一

つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

 
 

 
 

 

①

乗
務
員
が
コ
ウ
タ
イ
す
る

 
 

 
 

 
 

②

タ
イ
ク
ツ
な
話



ダ
イ
タ
イ

③

タ
イ
サ
ク
を
練
る

 
 

 
 
 

 

④

タ
イ
グ
ウ
が
悪
い

 
 

 
 
 

⑤

理
想
を
タ
イ
ゲ
ン
す
る

 
 

 
 

 

①

ク
シ
ン
し
て
仕
上
げ
る

 
 

 
 

 

②

悪
貨
は
良
貨
を
ク
チ
ク
す
る



ク
シ

③

サ
イ
ク
を
施
す

 
 

 
 

 

④

ケ
イ
ク
を
発
す
る

 
 

 
 

⑤

諭
す
よ
う
な
ク
チ
ョ
ウ
で
話
す

 
 

 
 

 
 

 

①

エ
ン
コ
を
頼
り
に
す
る

 
 

 
 

 
 

 

②

受
賞
を
コ
ジ
す
る



コ
キ
ャ
ク

③

幼
い
こ
ろ
を
カ
イ
コ
す
る

 
 

 
 

 
 

 

④

事
件
を
コ
チ
ョ
ウ
し
て
言
う

 
 

 
 

 
 

⑤

シ
ョ
ウ
コ
を
調
べ
る

 
 

 
 

 
 

 

①

花
を
サ
イ
バ
イ
す
る

 
 

 
 

 
 

 

②

イ
サ
イ
を
放
つ



サ
イ
ヨ
ウ

③

ケ
ッ
サ
イ
を
す
ま
せ
る

 
 

 
 

 
 

 

④

サ
イ
ガ
イ
に
見
舞
わ
れ
る

 
 

 
 

 
 

⑤

法
案
を
サ
イ
ケ
ツ
す
る

 
 

 
 

 
 

 
 

①

キ
ョ
ウ
テ
イ
を
結
ぶ

 
 

 
 

 
 

 
 

②

人
生
を
キ
ョ
ウ
ラ
ク
す
る



キ
ョ
ウ
ジ
ュ

③

哲
学
に
キ
ョ
ウ
ミ
を
も
つ

 
 

 
 

 
 

 
 

④

労
力
を
テ
イ
キ
ョ
ウ
す
る

 
 

 
 
 

 

⑤

カ
ッ
キ
ョ
ウ
を
呈
す
る

―

四

―



問
二

空
欄 

 
 

 

～ 
 

 
 

（ 
 
 

 

は
二
つ
あ
る
）
を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
語
を
、
次

の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
も
の
を
く
り
か
え
し

選
ん
で
は
な
ら
な
い
。

①

組
織
的 

 

②

物
理
的 

 

③

事
後
的 

 

④

結
果
的 

 

⑤

必
然
的

問
三

空
欄 

 
 

 
 

 

を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び

な
さ
い
。

①

我
々
自
身
が
定
め
た
規
制
だ
と
い
う
自
覚
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い

②

我
々
の
違
法
行
為
に
対
す
る
処
罰
は
こ
っ
そ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

③

我
々
が
そ
の
規
制
に
気
づ
か
な
い
よ
う
に
、
そ
れ
を
隠
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

④

我
々
が
制
裁
を
恐
れ
る
よ
う
に
、
制
裁
を
厳
し
く
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

⑤

我
々
が
そ
の
規
制
を
認
識
し
、
理
解
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い

問
四

空
欄 

 
 

 
 

 

を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び

な
さ
い
。

①

我
々
の
違
法
行
為
を
、
後
か
ら
こ
っ
そ
り
と
処
罰
す
る

②

我
々
の
行
為
に
先
立
っ
て
事
前
に
、
我
々
の
行
為
を
制
約
す
る

③

我
々
の
警
戒
意
識
の
裏
を
か
い
て
、
我
々
の
行
為
を
制
約
す
る

④

知
ら
な
い
う
ち
に
法
に
従
う
よ
う
に
、
我
々
の
行
為
を
誘
導
す
る

⑤

規
範
に
反
す
る
行
為
を
し
て
し
ま
う
よ
う
に
、
我
々
を
追
い
込
む

問
五

傍
線
部
Ａ
「
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
的
支
配
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明

と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

①

環
境
を
一
定
の
コ
ー
ド
の
も
と
に
管
理
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
が
法
を
犯
さ
な
い
よ
う

に
そ
の
行
動
を
規
制
す
る
こ
と
。

②

空
間
を
プ
ロ
グ
ラ
ム
通
り
に
改
造
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
特
定
の
人
々
を
社
会
全
体
か
ら
排

除
す
る
よ
う
に
仕
組
む
こ
と
。

③

環
境
に
故
意
に
手
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
行
動
が
均
一
化
す
る
よ
う
に
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
す
る
こ
と
。

④

環
境
自
体
を
操
作
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
の
行
為
を
一
定
の
可
能
性
の
枠
の
中
に
閉
じ

込
め
て
し
ま
う
こ
と
。

⑤

空
間
の
あ
り
方
自
体
に
操
作
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
が
特
定
の
行
為
を
自
制
す
る

よ
う
に
仕
向
け
る
こ
と
。

―

五

―

ａ

ｄ

ＸＹ

ｂ



問
六

傍
線
部
Ｂ
「
そ
の
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
権
力
の
ど
こ
が
特
別
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
あ
る
が
、「
ど

こ
が
特
別
」
な
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ

選
び
な
さ
い
。

①

人
々
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
識
を
持
た
せ
ず
に
、
人
々
の
行
動
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
。

②

人
々
が
規
範
に
従
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
よ
う
に
、
人
々
の
行
動
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
。

③

人
々
が
違
反
行
為
を
自
粛
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
よ
う
に
、
人
々
の
行
動
を
支
配
す
る
と
こ

ろ
。

④

人
々
が
人
格
を
喪
失
し
て
体
制
に
従
順
に
な
る
よ
う
に
、
人
々
の
行
動
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
。

⑤

人
々
に
自
分
は
自
由
だ
と
思
わ
せ
て
お
き
な
が
ら
、
人
々
の
行
動
を
支
配
す
る
と
こ
ろ
。

問
七

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
⑥
の
う
ち
か
ら
二
つ
選
び
な
さ
い
。

①

二
十
一
世
紀
に
な
っ
て
我
々
の
行
動
を
規
制
す
る
手
段
は
も
は
や
法
や
規
範
で
は
な
く
な
り
、

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
に
代
わ
っ
た
。

②

自
然
の
法
則
に
よ
っ
て
我
々
人
間
は
空
を
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
そ
れ
も
自
由
に
対
す

る
制
約
だ
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。

③

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
権
力
が
問
題
な
の
は
、
そ
れ
を
振
る
う
の
が
公
的
な
機
関
よ
り
も
む
し

ろ
民
間
の
企
業
だ
か
ら
で
あ
る
。

④

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
権
力
は
、
そ
れ
を
行
使
す
る
に
あ
た
っ
て
人
間
の
知
識
や
人
格
と
い
っ

た
も
の
は
問
題
に
す
る
こ
と
は
な
い
。

⑤

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
操
作
は
ネ
ッ
ト
上
で
行
わ
れ
る
限
り
問
題
は
な
い
が
、
そ
れ
が
現
実
の

空
間
で
行
わ
れ
る
の
は
問
題
で
あ
る
。

⑥

ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
は
法
や
規
範
と
は
異
な
り
、
制
約
を
受
け
る
我
々
自
身
が
そ
の
決
定
に
関

与
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

―

六

―



第
二
問

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

日
本
に
日
本
近
代
文
学
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
そ
れ
は
、
日
本
に
、
日
本
語
で
〈
学
問
〉

が
で
き
る
〈
大
学
〉
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
ぬ
き
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
日
本
近
代
文

学
が
生
ま
れ
て
大
き
く
花
ひ
ら
く
の
に
、
い
か
に
〈
大
学
〉
が
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
か
。
そ
し

て
、
そ
の
事
実
が
、
時
を
経
る
に
従
い
、
い
か
に
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ

ろ
う
か
。

ふ
た
た
び
、「
も
し
」
と
い
う
仮
定
形
の
質
問
に
戻
る
。
も
し
、
日
本
が
ア
メ
リ
カ
の
植
民
地
に
な
っ
て

い
た
ら
、
ど
う
な
っ
て
い
た
か
？

た
ぶ
ん
、
私
た
ち
が
今
知
っ
て
い
る
よ
う
な
日
本
の
大
学
は
存
在
し

え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
植
民
地
政
府
に
選
抜
さ
れ
た
優
秀
な
人
材
や

ユ
ウ
フ
ク
な
家
庭
の
子
弟
は
ア

メ
リ
カ
の
大
学
に
留
学
す
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
日
本
に
大
学
が
作
ら
れ
た
と
し
て
も
、

授
業
は
英
語
で
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。（
事
実
、
台
湾
や
朝
鮮
を
植
民
地
化
し
た
日
本
は

台
湾
や
朝
鮮
に
日
本
語
の
大
学
を
作
っ
た
。
）

と
こ
ろ
が
、
植
民
地
に
な
る
運
命
を
逃
れ
た
日
本
は
自
前
で
大
学
を
作
る
こ
と
に
な
っ
た
。（
婦
女
子
の

高
等
教
育
は
最
初
は
キ
リ
ス
ト
教
の
伝
道
者
に
任
せ
た
。
）
西
洋
の
建
築
を
ま
ね
た
煉
瓦
造
り
の
建
物
を
あ

ち
こ
ち
に
建
て
、
西
洋
か
ら
革
表
紙
の
書
物
を
山
の
よ
う
に
買
い
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。
建
物
は
で
き
て
も

学
生
を
教
え
ら
れ
る
教
師
は
お
ら
ず
、
そ
の
あ
と
し
ば
ら
く
は
、
大
臣
よ
り
高
い
給
料
で
「
お
雇
い
外
人
」

を
雇
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
そ
の
場
凌
ぎ
の
こ
と
で
し
か
な
い
。
や
が
て
西
洋
に
留
学
し
た
日
本
人
が
戻

っ
て
く
る
と
、「
お
雇
い
外
人
」
を
解
雇
し
て
、
代
わ
り
に
そ
れ
ら
の
日
本
人
を
教
師
と
し
て
雇
っ
て
い
っ

た
。

「
お
雇
い
外
人
」
を
解
雇
し
て
、
代
わ
り
に
日
本
人
の
教
師
を
雇
っ
て
い
っ
た
と
い
う
動
き
。
そ
れ
は
、

日
本
に
と
っ
て
も
日
本
語
に
と
っ
て
も
こ
の
上
な
く
重
要
な
動
き
で
あ
っ
た
。
そ
の
と
き
初
め
て
日
本
は

〈
自
分
た
ち
の
言
葉
〉
で
〈
学
問
〉
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
日
本
語
が
、
〈
大
学
〉
と
い
う

公
的
な
場
で
、
そ
の
言
葉
で
も
っ
て
〈
学
問
〉
が
で
き
る
〈
国
語
〉
と
い
う
地
位
を
公
的
に
得
た
の
で
あ

っ
た
。

〈
国
民
国
家
〉
が
成
立
す
る
と
き
に
は
、
ま
る
で
魔
法
の
よ
う
に
、
そ
の
歴
史
的
な
過
程
を
一
身
に
象
徴

す
る
国
民
作
家
が
現
れ
る
。

日
本
で
は
、
漱
石
が
そ
う
で
あ
る
。

イ
ギ
リ
ス
に
留
学
し
て
戻
っ
て
き
た
漱
石
が
、
ラ
フ
カ
デ
ィ
オ
・
ハ
ー
ン
の
後
任
と
し
て
、
東
京
帝
国

大
学
文
科
で
英
文
学
講
師
と
い
う
地
位
を
得
た
の
は
、
ま
さ
に
、
日
本
の
大
学
に
お
い
て
、
日
本
語
で
学

問
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
過
程
を
象
徴
す
る
で
き
ご
と
で
あ
っ
た
。
し
か
も
漱
石
は
、
日
本
の
大
学

で
日
本
語
で
学
問
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
の
意
味
―
―
そ
し
て
「
無
意
味
」
―
―
を
そ
の
ま
ま
象

徴
す
る
。

な
ぜ
な
ら
、
Ａ
日
本
の
大
学
で
日
本
語
で
学
問
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
日

本
の
大
学
が
西
洋
の
大
学
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
の
学
問
の
府
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も

ち
ろ
ん
ち
が
う
。
日
本
語
で
学
問
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
日
本
の

大
学
が
、
大
き
な
翻
訳
機
関
、
そ
し
て
翻
訳
者
養
成
所
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し

た
の
で
あ
っ
た
。
近
代
日
本
を
特
徴
づ
け
る
知
識
人
―
― 

 
 

 
 

 

知
識
人
。
日
本
語
で
学
問
が
で

き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
、
日
本
の
大
学
が
、
近
代
日
本
を
特
徴
づ
け
る
そ
の
よ
う
な
知
識
人
を
、
世
に

大
量
に
送
り
出
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
の
を
、
何
よ
り
も
ま
ず
意
味
し
た
。

Ｐ

―

七

―



明
治
か
ら
第
二
次
世
界
大
戦
前
ま
で
は
、
ま
だ
西
洋
の
主
要
な
三
つ
の
〈
国
語
〉
が
〈
普
遍
語
〉
と
し

て
流
通
し
て
い
た
こ
ろ
で
あ
る
。
日
本
の
旧
制
高
等
学
校
や
大
学
の
主
な
役
割
は
、
英
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
、

ド
イ
ツ
語
と
い
う
〈
三
大
国
語
〉
を
教
え
、
二
重
言
語
者
を
翻
訳
者
と
し
て
育
て
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
日

本
近
代
文
学
の
あ
ち
こ
ち
に
、
貧
乏
青
年
が
お
金
の
た
め
に
、
一
枚
、
二
枚
と
、
青
い
イ
ン
ク
染
み
を
指

に
、

テ
ツ
ヤ
し
て
翻
訳
の
仕
事
を
こ
な
す瘦

せ
姿
が
い
か
ヒ
ン

パ
ン
に
出
て
く
る
こ
と
か
。
あ
る
い

は
、
今
や
急
速
に
死
に
絶
え
つ
つ
あ
る
元
旧
制
高
等
学
校
生
だ
っ
た
男
た
ち
の
会
話
。「
キ
ミ
も
英
語
だ
っ

た
の
か
」「
い
や
、
僕
は
フ
ラ
ン
ス
語
だ
っ
た
」「
そ
う
か
、
そ
し
た
ら
ア
イ
ツ
は
ド
イ
ツ
語
か
な
」
。
こ
の

よ
う
な
会
話
は
、
い
か
に
日
本
の
大
学
が
〈
三
大
国
語
〉
を
教
え
る
の
を
中
心
に
成
り
立
っ
て
き
た
か
を

物
語
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
重
要
な
の
は
―
―
世
界
的
に
み
て
も
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
非
西
洋
の
二
重
言
語
者
で

あ
る
日
本
人
が
、
西
洋
語
と
い
う
〈
普
遍
語
〉
を
よ
く
読
み
な
が
ら
も
、〈
普
遍
語
〉
で
は
書
か
ず
、
日
本

語
と
い
う
〈
国
語
〉
で
書
い
た
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
か
れ
ら
は
翻
訳
を
通
じ
て
新
し
い

〈
自
分
た
ち
の
言
葉
〉
）
と
し
て
の
日
本
語
を
生
ん
で
い
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
新
し
い
日
本
語
こ
そ
が
〈
国

語
〉
―
―
同
時
代
の
世
界
の
人
々
と
同
じ
認
識
を
共
有
し
て
読
み
書
き
す
る
、〈
世
界
性
〉
を
も
っ
た
〈
国

語
〉
へ
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
そ
の
〈
国
語
）
こ
そ
が
、
日
本
近
代
文
学
を
可
能
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

明
治
の
時
代
に
、
大
学
へ
行
き
、
西
洋
語
に
親
し
ん
だ
人
た
ち
が
読
み
書
き
し
た
〈
国
語
〉
。
そ
れ
は
、

巷
で
流
通
し
て
い
る
日
本
の
〈
書
き
言
葉
〉
と
は
、
ど
こ
か
異
質
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
思
う
に

大
正
時
代
に
入
っ
て
か
ら
も
、
か
れ
ら
の
読
み
書
き
す
る
〈
国
語
〉
は
、
巷
の
人
に
と
っ
て
は
、
ど
こ
か

ｘ
バ
タ
臭
い
匂
い
の
す
る
言
葉
、
箸
の
代
わ
り
に
ナ
イ
フ
、
フ
ォ
ー
ク
で
食
事
で
も
し
て
い
る
よ
う
な
言

葉
、
疎
外
感
の
対
象
に
も
な
れ
ば 

 
 

 

の
対
象
に
も
な
る
言
葉
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
新

聞
が
文
語
体
か
ら
言
文
一
致
体
に
変
わ
っ
た
の
は
大
正
八
、九
年
の
こ
と
で
、
そ
の
動
き
自
体 

 
 

 

的

な
意
図
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
〈
国
語
〉
が
義
務
教
育
、
そ
し
て
ま
さ
に
新
聞
や
雑
誌
を

通
じ
、
百
姓
や
工
員
や
タ
バ
コ
屋
の
娘
な
ど
、
大
学
と
は
無
縁
の
生
活
を
送
る
人
々
に
と
っ
て
真
に
あ
た

り
ま
え
の
も
の
と
な
っ
た
の
は
、
昭
和
も
大
分
入
っ
た
こ
ろ
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

貧
乏
と
女
―
―
し
か
も
、
女
で
も
、
こ
と
に
娼
婦
の
類
い
を
知
る
こ
と
が
優
れ
た
小
説
家
の
条
件
だ
と

い
う
の
は
、
一
時
代
前
、
男
の
小
説
家
や
批
評
家
が
よ
く
言
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
小
説
家
は

学
問
の
府
た
る
ｙ
象
牙
の
塔
か
ら
遠
く
離
れ
て
書
く
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ん
と
い
う
、
文
学

的
、
あ
ま
り
に
文
学
的
な
、
思
い
こ
み
で
あ
ろ
う
か
。
な
ん
と
〈
国
民
文
学
〉
の 

 
 

 

―
―
〈
国
民

文
学
〉
は
国
民
の
魂
そ
の
も
の
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
、〈
国
民
文
学
〉
の 

 
 

 

に
囚
わ
れ

た
思
い
こ
み
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
思
い
こ
み
は
、
す
で
に
「
日
本
語
」
や
「
日
本
近
代
文
学
」
の

存
在
を
自
明
の
も
の
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
近
代
に
入
っ
て
か
ら
の
世
界
の
歴
史
を
顧
み
れ
ば
、
世

間
知
ら
ず
の
坊
っ
ち
ゃ
ん
の
言
っ
て
い
る
こ
と
で
し
か
な
い
。

日
本
に
近
代
文
学
が
あ
る
の
を
可
能
に
し
た
条
件
は
日
本
に
〈
国
語
〉
が
あ
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
日
本

に
〈
国
語
〉
が
あ
る
の
を
可
能
に
し
た
条
件
は
日
本
に
大
学
が
あ
っ
た
こ
と
に
あ
り
、
日
本
に
大
学
が
あ

る
の
を
可
能
に
し
た
条
件
は
、
ま
さ
に
日
本
が
西
洋
列
強
の
植
民
地
に
な
る
運
命
を
免
れ
た
こ
と
に
あ
っ

た
。た

と
え
ば
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
フ
ォ
ー
。
小
説
の

セ
ン
ク
者
の
一
人
と
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
人
で
十
八
世
紀

初
頭
に
書
い
た
。
当
時
、〈
普
遍
語
〉
の
ひ
と
つ
で
あ
る
英
語
で
書
い
て
い
た
か
れ
は
、
小
説
の
セ
ン
ク
者

の
一
人
と
な
る
た
め
に
、
オ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
や
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
を
出
て
い
る
必
要
は
な
か
っ
た
。

ａ

ｂ

ｃ
ｃ

―

八

―



だ
が
、
非
西
洋
圏
に
あ
る
日
本
で
の
事
情
は
ま
っ
た
く
ち
が
う
。
日
本
近
代
文
学
の 

 
 

 

期
の
作
家

た
ち
を
思
い
浮
か
べ
た
と
き
、
日
本
の
最
高
学
府
で
あ
る
東
京
帝
国
大
学
に
在
籍
し
た
人
の
数
は
、
凄
ま

じ
い
。
凄
ま
じ
い
を
通
り
越
し
て
、
異
様
で
あ
る
。
東
京
大
学
予
備
門
も
含
め
る
と
、
漱
石
、
鴎
外
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
、
十
九
世
紀
に
生
ま
れ
た
作
家
た
ち
の
名
を
挙
げ
れ
ば
、
坪
内
逍
遙
、
正
岡
子
規
、
山
田

美
妙
、
尾
崎
紅
葉
、
上
田
敏
、
小
山
内
薫
、
鈴
木
三
重
吉
、
斎
藤
茂
吉
、
志
賀
直
哉
、
武
者
小
路
実
篤
、

中
勘
助
、
木
下
杢
太
郎
、
谷
崎
潤
一
郎
、
山
本
有
三
、
内
田
百
閒
、
岸
田
国
士
、
久
米
正
雄
、
芥
川
龍
之

介
、
大
佛
次
郎
、
川
端
康
成
等
々
、
切
り
が
な
い
。
さ
ら
に
、
慶
応
大
学
に
は
三
田
文
学
、
早
稲
田
大
学

に
は
早
稲
田
文
学
、
学
習
院
に
は
白
樺
派
文
学
が
あ
る
。
日
本
で
は
い
か
に
翻
訳
者
養
成
所
で
あ
る
大
学

を
中
心
に
近
代
文
学
が
発
展
し
て
い
っ
た
か
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
、
日
本
初
の
近
代
小
説
だ
と
さ
れ
る
『
浮
雲
』
を
書
い
た
の
は
、
東
京
外
国
語
学
校
で
授
業

の
す
べ
て
を
ロ
シ
ア
語
で
受
け
、
ロ
シ
ア
人
教
師
の
朗
読
を
通
じ
て
ロ
シ
ア
文
学
を
も
の
に
し
て
い
っ
た

と
い
う
二
葉
亭
四
迷
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
初
期
、
文
学
の
翻
訳
と
い
え
ば
、
日
本
の
読
者
向
け
に
原

文
を

ジ
ザ
イ
に
変
え
た
「
翻
案
」
し
か
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
ツ
ル
ゲ
ー
ネ
フ
の
『
あ
ひ
ゞ
き
』
の
翻

訳
を
著
し
、
初
め
て
文
学
の
翻
訳
た
る
も
の
の
意
味
―
―
そ
れ
が
、
一
語
一
句
正
確
に
訳
し
、
か
つ
感
動

を
与
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
を
世
に
知
ら
し
め
た
の
も
、
そ
の
二
葉
亭
四
迷
で
あ
る
。
Ｂ
日
本
初
の
近
代
小

説
を
書
い
た
人
物
が
、
日
本
初
の
小
説
の
翻
訳
家
で
あ
っ
た
の
は
、
偶
然
で
あ
る
よ
り
も
必
然
で
あ
っ
た
。

（
水
村
美
苗
「
日
本
語
が
亡
び
る
と
き
」
）

ｄ

―

九

―



問
一

傍
線
部

～

と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一

つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

 
 

 
 
 

 

①

ユ
ウ
ゼ
ン
と
構
え
る

 
 

 
 
 

 

②

ユ
ウ
ガ
な
生
活
を
送
る



ユ
ウ
フ
ク

③

ガ
イ
ユ
ウ
の
途
に
つ
く

 
 

 
 
 

 

④

前
途
を
ユ
ウ
リ
ョ
す
る

 
 

 
 

⑤

時
間
に
ヨ
ユ
ウ
が
な
い

 
 

 
 

 
 

①

赤
字
路
線
を
テ
ッ
パ
イ
す
る

 
 

 
 

 
 

②

大
臣
を
コ
ウ
テ
ツ
す
る



テ
ツ
ヤ

③

初
志
を
カ
ン
テ
ツ
す
る

 
 

 
 

 
 

④

セ
ン
テ
ツ
の
教
え

 
 

 
 

 

⑤

テ
ッ
ケ
ン
が
飛
ぶ

 
 

 
 

 
 

 

①

国
が
ハ
ン
エ
イ
す
る

 
 

 
 
 

 

②

本
を
シ
ュ
ッ
パ
ン
す
る



ヒ
ン
パ
ン

③

自
動
ハ
ン
バ
イ
機

 
 

 
 
 

 

④

川
が
ハ
ン
ラ
ン
す
る

 
 

 
 

⑤

真
相
が
ハ
ン
メ
イ
す
る

 
 

 
 

 
 

①

悪
に
カ
ン
セ
ン
す
る

 
 

 
 

 
 

②

研
究
に
セ
ン
ネ
ン
す
る



セ
ン
ク

③

セ
ン
パ
ク
な
知
識

 
 

 
 

 
 

④

他
国
を
セ
ン
リ
ョ
ウ
す
る

 
 

 
 

 

⑤

キ
セ
ン
を
制
す
る

 
 

 
 

①

ブ
ジ
を
祈
る

 
 

 
 
 

②

妥
協
案
を
テ
イ
ジ
す
る



ジ
ザ
イ

③

現
状
を
イ
ジ
す
る

 
 

 
 

 
 

④

ジ
メ
イ
の
理

 
 

 

⑤

ゾ
ク
ジ
に
入
り
や
す
い

問
二

空
欄 

 
 

 

～ 
 

 
 

（ 
 
 

 

は
二
つ
あ
る
）
を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
語
を
、
次

の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
じ
も
の
を
く
り
か
え
し

選
ん
で
は
な
ら
な
い
。

①

逆
説 

 

②

啓
蒙 

 

③

憧
憬 

 

④

神
話 

 

⑤

黎
明

―

十

―

ａ

ｄ

ｃ



問
三

傍
線
部
ｘ
・
ｙ
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
①
～
⑤

の
う
ち
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

 
 

 
 
 

①

不
自
然
な

 
 

 
 
 

②

西
洋
風
の

ｘ

バ
タ
臭
い

③

洗
練
さ
れ
て
い
な
い

 
 

 
 

 
 

 

④

未
熟
な

 
 

 
 

 
 

⑤

怪
し
い

 
 

 
 

 
 

①

海
外
の
情
報
を
紹
介
す
る
翻
訳
機
関

 
 

 
 

 
 

②

有
能
な
人
材
を
輩
出
す
る
教
育
機
関

ｙ

象
牙
の
塔

③

真
理
の
探
究
に
従
事
す
る
研
究
生
活

 
 

 
 

 
 

 

④

文
明
の
発
展
に
貢
献
す
る
研
究
機
関

 
 

 
 

 
 

⑤

現
実
か
ら
遊
離
し
た
学
究
生
活

問
四

空
欄 

 
 

 
 

 

を
補
う
の
に
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び

な
さ
い
。

①

大
学
へ
行
き
西
洋
語
に
親
し
む
こ
と
で
、
庶
民
と
の
断
絶
感
を
覚
え
る

②

大
学
か
ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
で
し
か
優
れ
た
近
代
小
説
は
書
け
な
い
と
考
え
る

③

西
洋
語
で
読
み
な
が
ら
、
西
洋
語
で
は
書
か
ず
に
日
本
語
と
い
う
国
語
で
書
く

④

普
遍
語
と
し
て
流
通
し
て
い
る
西
洋
の
主
要
な
三
つ
の
国
語
を
同
時
に
習
得
し
た

⑤

日
本
で
は
大
学
に
行
か
な
い
と
優
れ
た
近
代
小
説
家
に
は
な
れ
な
い
と
考
え
る

問
五

傍
線
部
Ａ
「
日
本
の
大
学
で
日
本
語
で
学
問
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
あ
る
が
、
筆
者
は

そ
の
根
本
的
な
理
由
を
ど
う
い
う
こ
と
に
見
い
だ
し
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な

も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

①

日
本
が
西
洋
列
強
の
植
民
地
に
な
る
運
命
を
免
れ
た
こ
と
。

②

お
雇
い
外
国
人
を
解
雇
し
て
、
西
洋
留
学
か
ら
戻
っ
て
き
た
日
本
人
を
教
師
と
し
て
雇
っ
た

こ
と
。

③

西
洋
語
の
翻
訳
を
通
し
て
世
界
性
を
も
っ
た
新
し
い
日
本
語
を
生
み
だ
し
た
こ
と
。

④

日
本
で
は
大
学
が
翻
訳
者
養
成
所
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
た
こ
と
。

⑤

日
本
で
は
大
学
に
行
っ
て
西
洋
語
を
学
ば
な
い
と
、
優
れ
た
近
代
小
説
家
に
は
な
れ
な
か
っ

た
こ
と
。

―

十
一

―

Ｐ



問
六

傍
線
部
Ｂ
「
日
本
初
の
近
代
小
説
を
書
い
た
人
物
が
、
日
本
初
の
小
説
の
翻
訳
家
で
あ
っ
た
の

は
、
偶
然
で
あ
る
よ
り
も
必
然
で
あ
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ

の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

①

日
本
の
作
家
た
ち
は
西
洋
語
の
翻
訳
を
通
し
て
近
代
的
な
考
え
方
を
学
ん
だ
が
、
そ
の
こ
と

で
日
本
の
近
代
文
学
が
可
能
に
な
っ
た
か
ら
。

②

日
本
の
作
家
た
ち
は
翻
訳
を
通
し
て
日
本
語
と
西
洋
語
の
違
い
を
認
識
し
た
が
、
そ
の
こ
と

が
日
本
固
有
の
近
代
文
学
を
可
能
に
し
た
か
ら
。

③

明
治
初
期
の
翻
訳
は
原
文
を
日
本
の
読
者
向
け
に
変
更
し
た
翻
案
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
翻
案

こ
そ
が
日
本
の
近
代
文
学
を
可
能
に
し
た
か
ら
。

④

日
本
の
作
家
た
ち
は
西
洋
の
近
代
小
説
の
翻
訳
を
通
し
て
そ
の
手
法
を
習
得
し
た
が
、
そ
の

こ
と
で
日
本
の
近
代
文
学
が
可
能
に
な
っ
た
か
ら
。

⑤

西
洋
語
の
翻
訳
を
通
し
て
新
し
い
日
本
語
と
し
て
の
国
語
が
生
ま
れ
、
そ
の
国
語
こ
そ
が
日

本
独
自
の
近
代
文
学
を
可
能
に
し
た
か
ら
。

問
七

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

①

日
本
の
作
家
た
ち
は
、
日
本
の
近
代
文
学
が
大
学
と
い
う
翻
訳
者
養
成
所
な
し
に
は
生
ま
れ

な
か
っ
た
と
い
う
事
実
を
、
故
意
に
隠
蔽
し
よ
う
と
し
て
き
た
。

②

漱
石
が
国
民
作
家
と
言
わ
れ
る
の
は
、
国
民
国
家
の
成
立
過
程
を
一
身
に
象
徴
す
る
と
同
時

に
、
国
民
の
精
神
そ
の
も
の
を
表
現
し
た
作
家
だ
か
ら
で
あ
る
。

③

日
本
で
近
代
文
学
が
確
立
さ
れ
た
と
言
え
る
の
は
、
義
務
教
育
や
新
聞
、
雑
誌
な
ど
を
通
し

て
言
文
一
致
体
が
一
般
の
庶
民
に
ま
で
浸
透
し
た
と
き
で
あ
る
。

④

西
洋
の
近
代
作
家
が
日
本
の
近
代
作
家
と
違
っ
て
大
学
に
行
く
必
要
が
な
か
っ
た
の
は
、
近

代
文
学
を
可
能
に
す
る
国
語
が
す
で
に
成
立
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

⑤

二
葉
亭
四
迷
が
日
本
で
初
め
て
近
代
小
説
を
書
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
彼
が
習
得
し
た
外

国
語
が
三
大
国
語
で
は
な
く
、
ロ
シ
ア
語
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

―

十
二

―



平
成
二
十
四
年
度
国
立
障
害
者
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
セ
ン
タ
ー
学
院
（
手
話
通
訳
学
科
）
入
学
試
験
解
答
用
紙
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受
験
番
号

氏
名

合 計

①

②

③

⑤

②

⑤

③

①

⑤

④

③

①

⑤

一二

②

⑤

④

②

①

③

∧
解
答
例
∨

⑤

②

④

①

④

⑥

③

②

④

⑤

④


