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（
児
童
指
導
員
科
）
入
学
試
験
問
題 

 

国 
 
 

語 

 

試

験

時

間 
 
 
 
 
 

九:

三

〇

～

一

〇:

三

〇 
 

（
注 

意
） 

一 
 

係
員
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
用
紙
及
び
解
答
用
紙
に
触
れ
な
い
で
下
さ
い
。 

二 
 

問
題
は
二
頁
～
十
六
頁
に
印
刷
さ
れ
て
い
ま
す
。 

三 
 

解
答
用
紙
に
氏
名
、
受
験
番
号
及
び
受
験
科
目
名
を
記
入
し
て
下
さ
い
。 

四 
 

解
答
方
法
は
次
の
と
お
り
で
す
。 

 
 

例 

問
一 

埼
玉
県
の
県
庁
所
在
地
と
し
て
、
正
し
い
の
は
ど
れ
か
。
解
答
番
号
は  

１ 
 

 
 
 
 
 

① 

前
橋
市 

 

② 

甲
府
市 

 

③ 

さ
い
た
ま
市 

 

④ 

横
浜
市 

 
⑤ 

千
葉
市 

 

問
一
の
正
答
は
「
③ 

さ
い
た
ま
市
」
で
す
か
ら
解
答
用
紙
の
解
答
番
号
1
の
横
に
並
ん
で
い
る

マ
ー
ク
欄
の
中
の
「
③

」
を
鉛
筆
ま
た
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
で
「
●

」
の
よ
う
に
塗
り
つ
ぶ
し
て

下
さ
い
。 

五 
 

机
の
上
に
は
鉛
筆
、
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
、
消
し
ゴ
ム
、
時
計
（
計
算
機
能
の
つ
い
て
い
な
い

も
の
に
限
る
）、
受
験
票
以
外
は
置
か
な
い
で
下
さ
い
。 

六 
 

受
験
票
は
番
号
札
の
手
前
に
置
い
て
下
さ
い
。 

七 
 

マ
ス
ク
を
着
用
し
て
い
る
者
は
、
試
験
官
が
本
人
を
確
認
す
る
間
、
マ
ス
ク
を
外
し
て
下
さ
い
。 

八 
 

ハ
ン
カ
チ
、
テ
ィ
ッ
シ
ュ
ペ
ー
パ
ー
を
使
用
す
る
者
は
、
静
か
に
挙
手
を
し
て
、
係
員
の
指
示

に
従
っ
て
下
さ
い
。 

九 
 

試
験
中
に
気
分
が
悪
く
な
っ
た
り
、
ト
イ
レ
へ
行
き
た
く
な
っ
た
者
は
静
か
に
挙
手
を
し
て
、
係

員
の
指
示
に
従
っ
て
下
さ
い
。 

十 
 

試
験
問
題
に
関
す
る
質
問
は
一
切
受
け
付
け
ま
せ
ん
。 

十
一 

途
中
で
退
室
す
る
者
は
、
解
答
用
紙
を
机
の
上
に
置
き
、
静
か
に
挙
手
を
し
て
、
係
員
の
指
示
に

従
っ
て
退
出
し
て
下
さ
い
。
た
だ
し
、
試
験
開
始
後
三
〇
分
間
及
び
試
験
終
了
前
一
〇
分
間
の
退
出

は
認
め
ら
れ
ま
せ
ん
。 

十
二 

試
験
終
了
後
、
試
験
問
題
は
持
ち
帰
っ
て
結
構
で
す
。 



 

 

‐
二
‐ 

第
一
問 

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

 
日
本
列
島
に
農
耕
文
化
（
稲
作
）
が
渡
来
す
る
以
前
の
時
代
は
縄
文
時
代
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
縄

文
時
代
は
典
型
的
な
森
林
文
化
の
時
代
だ
っ
た
。
そ
の
縄
文
時
代
の
長
い
自
然
と
の
共
存
を
支
え
て
き

た
も
の
は
、
共
生
圏
の
存
在
で
あ
る
。 

ａ 

、
そ
の
共
生
圏
と
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ

っ
た
の
か
。 

そ
の
中
心
は
、
雑
木
林
と
焼
畑

や
き
は
た

で
あ
っ
た
。
雑
木
林
と
は
、
落
葉
広
葉
樹
の
中
・
小
径
木
か
ら
な
る

林
で
あ
る
。
雑
木
林
の
名
が
示
す
よ
う
に
、
雑
多
な
樹
種
か
ら
な
っ
て
い
る
林
で
あ
る
が
、
ク
ヌ
ギ
、

コ
ナ
ラ
、
ミ
ズ
ナ
ラ
、
ク
リ
、
カ
シ
ワ
な
ど
落
葉
性
の
楢な

ら

（
オ
ー
ク
）
類
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
こ
と

が
特
色
で
あ
る
。 

雑
木
林
は
、
地
域
ご
と
に
樹
種
構
成
に
違
い
は
あ
る
も
の
の
、
九
州
か
ら
北
海
道
に
至
る
日
本
各
地

の
集
落
周
辺
の
、
い
わ
ゆ
る
里
山
と
呼
ば
れ
る
地
帯
に
広
く
分
布
し
て
き
た
。 

ｂ 

、
森
林
植
物
帯

の
上
か
ら
見
る
と
、
日
本
列
島
の
中
部
以
西
の
地
域
は
シ
イ
、
カ
シ
な
ど
の
常
緑
広
葉
樹
か
ら
な
る
照

葉
樹
林
帯
に
入
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
う
し
た
地
域
で
も
集
落
の
周
辺
に
は
落
葉
広
葉
樹
の
雑
木
林

が
古
く
か
ら
あ
っ
た
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。 

守
山
弘
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
縄
文
人
た
ち
に
よ
る
古
く
か
ら
の
焼
畑
の
営
み
に
関
わ
っ
て
い
る
。
焼

畑
は
、
森
林
を
伐
開
し
て
焼
き
払
い
、
そ
こ
に
雑
穀
を
育
て
る
森
林
文
化
特
有
の
小
規
模
な
食
物
栽
培

技
術
で
あ
る
。
一
度
に
焼
き
払
わ
れ
る
面
積
は
、
一
般
的
に
は
三
反
（
九
〇
〇
坪
）
以
下
だ
っ
た
と
見

ら
れ
て
お
り
、
栽
培
さ
れ
る
作
物
は
蕎
麦

そ

ば

、
稗ひ

え

、
粟あ

わ

、
豆
類
な
ど
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
ら
を
数
年

間
順
繰
り
に
つ
く
っ
た
後
、
焼
畑
は
放
置
さ
れ
る
。
す
る
と
そ
の
あ
と
に
は
、
伐
採
や
焼
き
払
い
に
耐

え
て
生
き
残
っ
て
い
た
樹
木
の
切
り
株
か
ら

(ア)
ホ
ウ
ガ
が
伸
び
だ
し
て
、
落
葉
広
葉
樹
の
二
次
林
が
再

生
す
る
。
こ
れ
が
雑
木
林
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
再
生
し
た
雑
木
林
は
、
火
入
れ
に
強
く
ホ
ウ
ガ
更
新
力
の
旺
盛
な
落
葉
性
の
オ
ー
ク
類
が

中
心
の
も
の
に
な
る
。
そ
の
オ
ー
ク
類
は
、
燃
料
と
し
て
火
力
が
強
く
、
用
材
と
し
て
も
丈
夫
で
あ
り
、

さ
ら
に
食
用
に
な
る
実
（
ど
ん
ぐ
り
）
を
な
ら
せ
る
樹
木
で
あ
る
。
こ
う
し
て
雑
木
林
は
燃
料
、
器
具

材
、
木
の
実
、
さ
ら
に
山
菜
な
ど
を
供
給
す
る
き
わ
め
て
利
用
価
値
の
高
い
林
に
な
っ
た
。 

し
か
し
こ
の
雑
木
林
は
、
や
が
て
三
〇
年
前
後
で
伐
採
・
焼
き
払
い
さ
れ
て
再
び
焼
畑
に
な
る
。
こ

の
循
環
が
後
氷
期
の
早
期
以
来
、
一
万
年
以
上
に
わ
た
っ
て
日
本
列
島
で
は
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
そ

の
た
め
、
そ
の
後
の
温
暖
化
の
進
行
と
と
も
に
北
上
し
て
き
た

Ａ

常
緑
広
葉
樹
は
、
こ
の
周
期
的
な
伐

採
・
焼
き
払
い
に
よ
っ
て
雑
木
林
へ
の
進
入
を
阻
ま
れ
、
西
日
本
の
雑
木
林
は
常
緑
広
葉
樹
林
帯
の
中

に
残
さ
れ
た
後
氷
期
早
期
の
落
葉
広
葉
樹
林
の
い
わ
ば
レ
リ
ッ
ク
（
遺
存
物
）
と
し
て
集
落
の
周
辺
に

残
り
、
一
貫
し
て
人
間
の
生
活
を
支
え
続
け
て
き
た
の
で
あ
る
。 

縄
文
時
代
に
お
け
る
一
万
年
に
わ
た
る
森
林
と
人
間
の
共
存
は
、
こ
の
よ
う
に
焼
畑
と
さ
ま
ざ
ま
な



 

 

‐
三
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林
齢
の
雑
木
林
が
周
期
的
に
循
環
し
て
い
る
と
い
う
、
里
山
の
共
生
圏
の
存
在
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。 

森
林
と
人
間
と
の
長
い
共
存
関
係
と
い
う
点
で
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
西
の
森
林
地
帯
で
あ
る
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
も
基
本
的
に
同
じ
だ
っ
た
と
み
て
よ
い
。
人
々
は
狩
猟
に
依
存
す
る
一
方
で
、
集
落
の
周
辺

に
広
葉
樹
主
体
の
生
活
林
を
持
ち
、
そ
こ
か
ら
の
資
源
を
利
用
し
な
が
ら
森
林
と
の
共
存
を
長
く
続
け

て
き
た
。 

し
か
し
、
や
が
て
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
東
西
の
森
林
地
帯
で
あ
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
日
本
列
島
の
ど
ち

ら
に
も
、
乾
燥
地
帯
起
源
の
農
耕
文
化
が
入
っ
て
来
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
の
麦
作
と
日
本
列
島
へ
の
米

作
の
渡
来
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
受
け
入
れ
方
に
は
、
両
者
の
聞
に
大
き
な
違
い
が
あ
っ
た
。 

稲
作
の
発
祥
地
は
、
佐
々
木
高
明
ら
が
「
東
亜
半
月
弧
」
と
名
づ
け
た
長
江
流
域
の
雲
南
・
ア
ッ
サ

ム
地
方
と
見
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
が
最
初
に
日
本
に
伝
来
し
た
の
は
今
か
ら
お
よ
そ
二
四
〇
〇
年
前

に
さ
か
の
ぼ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
当
初
は
陸
稲
ま
た
は
陸
稲
と
水
稲
の
未
分
化
の
段
階
の
も
の
だ
っ
た

と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
間
も
な
く
中
心
と
な
っ
た
の
は
水
稲
だ
っ
た
。
西
日
本
の
照
葉
樹
林
帯
に
ま
ず

定
着
し
た
と
さ
れ
る
水
稲
栽
培
は
、
そ
の
後
急
速
に
東
進
し
て
、
日
本
列
島
の
歴
史
は
縄
文
時
代
か
ら

弥
生
時
代
に
移
行
す
る
。 

だ
が
、

Ｂ

日
本
列
島
に
渡
来
し
た
米
作
を
中
心
と
す
る
農
耕
文
化
は
、
森
林
文
化
を
駆
逐
し
て
そ
れ

に
入
れ
替
わ
っ
た
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
一
つ
に
は
日
本
で
始
め
ら
れ
た
水
稲
栽
培
が
、
主
と
し
て

山
麓
に
つ
く
ら
れ
た
田
圃

た

ん

ぼ

に
渓
流
の
水
を
引
き
込
む
「
棚
田
」
か
ら
発
達
し
、
大
規
模
な
山
林
の
伐
開

を
引
き
起
こ
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、
乾
燥
地
帯
の
農
業
で
は
つ
ね
に
穀
物
栽
培
と
セ
ッ
ト

を
な
し
て
広
ま
っ
た
牧
畜
を
、
稲
作
は
と
も
な
わ
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
放
牧
の
た
め
の
広
大
な
森

林
の
伐
開
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
う
し
て
、
日
本
列
島
へ
の
米
作
の
渡
来
は
、
伝
統
的
な
雑
木
林
の
消
滅
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
。
そ

れ
だ
け
で
な
い
。
雑
木
林
に
は
そ
の
下
草
を
「
緑
肥
」
と
し
て
水
田
に
供
給
す
る
と
い
う
、
新
た
な
重

要
な
役
割
が
加
わ
っ
た
。日
本
列
島
へ
の
農
耕
文
化
の
進
出
は
、
在
来
の
森
林
文
化
の
駆
逐
で
は
な
く
、

そ
れ
と
の
融
合
と
い
う
形
で
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
雑
木
林
と
並
ぶ
森
林
文
化
の
遺
産
と

も
言
う
べ
き
焼
畑
の
営
み
が
、
戦
後
の
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
全
国
各
地
で
続
け
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
物

語
っ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
森
林
文
化
と
農
耕
文
化
の
融
合
は
、
里
山
一
帯
に
、
よ
り
多
様
な
環
境
構
造
を
つ
く
り
出

し
た
。
焼
畑
と
雑
木
林
の
世
界
に
水
田
、
畑
、
桑
畑
さ
ら
に
水
路
や
溜
め
池
な
ど
が
加
わ
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
、
集
落
の
周
辺
一
帯
に
本
来
の
自
然
に
は
な
い
生
物
相
を
つ
く
る
も
と
に
な
っ
た
。

森
林
性
の
種
類
に
加
え
て
草
原
性
、湿
原
性
、水
性
な
ど
の
種
類
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
だ
。

人
が
つ
く
っ
た
生
物
多
様
性
と
言
っ
て
い
い
。 
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古
く
か
ら
日
本
人
の
心
に
馴
染
ん
で
い
る
「
花
鳥
風
月
」
の
語
は
、
自
然
と
人
の
営
み
が
四
季
の
推

移
と
と
も
に
織
り
な
す
田
園
の
情
景
を
表
わ
す
言
葉
で
あ
る
。
中
緯
度
の
季
節
風
地
帯
に
位
置
す
る
日

本
列
島
は
、
鮮
明
な
四
季
を
持
っ
て
い
る
。
だ
が
、
そ
れ
を
も
た
ら
す
の
は
「
風
月
」
す
な
わ
ち
気
候

の
周
期
だ
け
で
は
な
い
。
さ
ら
に
大
き
な
要
素
は
、「
花
鳥
」
す
な
わ
ち
動
植
物
と
人
の
季
節
ご
と
の
営

み
で
あ
る
。 

古
く
か
ら
詩
歌
に
登
場
す
る
動
植
物
は
、
じ
つ
に

(イ)
タ
サ
イ
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
ら
は
、
た
と
え
ば

鳥
を
と
っ
て
み
て
も
、
ウ
グ
イ
ス
、
ヒ
バ
リ
、
ク
イ
ナ
、
ガ
ン
な
ど
、
ど
れ
も
田
園
地
帯
に
ご
く
普
通

に
見
ら
れ
て
き
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
に
は
森
林
、
草
原
、
湿
原
、
沼
な
ど
に
棲
む
も

の
が
含
ま
れ
て
い
る
。 

こ
の
こ
と
は
、
遠
い
万
葉
の
昔
か
ら
日
本
人
の
精
神
的
風
土
の
基
盤
を
な
し
て
き
た
と
い
っ
て
い
い

花
鳥
風
月
の
世
界
が
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅰ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

で
あ
る
こ
と

を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
は
遠
い
昔
の
こ
と
で
は
な
い
。
昭
和
初
期

に
生
ま
れ
た
私
な
ど
の
子
ど
も
時
代
に
も
、
ま
だ
日
本
中
に
見
ら
れ
た
世
界
だ
っ
た
。 

里
山
一
帯
に
こ
の
よ
う
な
環
境
構
造
と
生
物
相
の
多
様
性
を
生
み
出
し
た
根
底
に
あ
っ
た
の
は
、
縄

文
時
代
か
ら
の
伝
統
と
し
て
受
け
継
が
れ
た
、
森
林
文
化
特
有
の
自
然
へ
の
順
応
の
精
神
だ
っ
た
。
自

然
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
な
く
、
地
域
と
場
所
の
特
性
に
合
わ
せ
た
集
約
的
な
土
地
利
用
の
上
に
、
農

耕
文
化
と
森
林
文
化
の
融
合
が
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

一
方
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
持
ち
込
ま
れ
た
農
耕
文
化
が
辿
っ
た
道
は
、
こ
れ
と
は
ま
っ
た
く
違
う
も
の

だ
っ
た
。
後
氷
期
初
頭
の
、
今
か
ら
約
一
万
二
〇
〇
〇
年
前
の
ヤ
ン
ガ
ー
ド
リ
ア
ス
期
に
、「
西
亜
半
月

弧
」
地
帯
の
イ
ラ
ク
北
部
の
ザ
グ
ロ
ス
地
方
に
始
ま
っ
た
と
さ
れ
る
麦
作
は
、
そ
の
後
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア

か
ら
ギ
リ
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
を
含
む
地
中
海
を
取
り
巻
く
地
域
へ
と
広
ま
り
、
ロ
ー
マ
帝
国
衰
退
後
の
五

世
紀
頃
か
ら
、
キ
リ
ス
ト
教
勢
力
に
よ
っ
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
内
陸
部
に
持
ち
込
ま
れ
た
。 

ア 

さ
ら
に
も
う
一
つ
の
違
い
は
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い
う
強
烈
な
一
神
教
を
背
負
っ
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
。 

イ 

そ
れ
以
後
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
全
土
に
広
ま
っ
て
い
っ
た
麦
作
は
、
日
本
列
島
に
伝
来
し
た
稲
作
の
場
合

と
二
つ
の
点
で
違
っ
て
い
た
。 

ウ 

キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
人
間
は
神
の
も
と
で
地
上
の
す
べ
て
を
支
配
す
べ
き
者
と
し
て
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
る
。 

エ 

そ
の
第
一
の
点
は
、
乾
燥
地
帯
起
源
の
農
業
の
流
れ
を
引
く
形
で
、
牧
畜
と
の
セ
ッ
ト
で
持
ち
込

ま
れ
た
こ
と
で
あ
る
。 

つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
農
耕
文
化
の
拡
大
は
、
大
規
模
に
森
林
を
伐
り
開
く
こ
と
を
前
提
と

す
る
麦
と
羊
の
セ
ッ
ト
の
形
で
、
ま
た
在
来
の
自
然
に
順
応
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
征
服
し
、
改

変
す
る
思
想
に
支
え
ら
れ
て
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。 



 

 

‐
五
‐ 

そ
の
結
果
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
森
林
は
急
速
に
消
滅
し
て
農
耕
地
と
放
牧
地
に
変
え
ら
れ
、
そ
れ
に
と

も
な
っ
て
長
く
森
林
と
共
存
し
て
き
た
在
来
の
森
林
文
化
も
駆
逐
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
で
は
、 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ⅱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

発
展
し
た
の
で
あ
る
。 

そ
の
結
果
、
一
三
世
紀
に
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
西
部
の
肥
沃
な
地
域
で
は
す
で
に
森
林
が
一
掃
さ
れ
、
さ

ら
に
一
八
世
紀
頃
に
な
る
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
九
五
%
を
覆
っ
て
い
た
森
林
は
二
〇
%
程
度
に
な
っ
て

し
ま
っ
て
い
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
中
世
を
通
じ
て
農
耕
文
化
に
よ
る
森
林
文
化
の
塗
り
替

え
が
進
ん
だ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
、
や
が
て
一
八
世
紀
の
後
半
に
な
っ
て
産
業
革
命
の

(ウ)
幕
が
切
っ
て
落
と

さ
れ
た
。 

こ
れ
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
の
は
、
急
激
に
拡
大
し
た
工
業
生
産
活
動
が
都
市
に
集
中
し
た
こ
と
に
よ

る
近
代
都
市
の
発
展
と
、
こ
の
都
市
を
拠
点
と
す
る
か
つ
て
な
い
大
量
生
産
と
大
量
消
費
の
シ
ス
テ
ム

の
誕
生
で
あ
る
。 

し
か
し
、
こ
う
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
起
こ
っ
た
近
代
文
明
の
そ
の
後
の
発
展
を
資
源
の
面
で
支
え
た

の
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
で
は
な
か
っ
た
。
海
外
貿
易
と
植
民
地
か
ら
の
海
外
資
源
で
あ
る
。
こ
れ

ら
は
一
五
世
紀
に
始
ま
り
、
一
六
世
紀
か
ら
一
七
世
紀
に
か
け
て
の
ス
ペ
イ
ン
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
に
よ
る

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
征
服
、
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
な
ど
に
よ
る
北
米
大
陸
の
征
服
な
ど
を
経
て
、
一

八
世
紀
以
降
は
ア
ジ
ア
諸
国
に
も
競
っ
て
貿
易
と
植
民
地
づ
く
り
の
手
が
伸
ば
さ
れ
て
き
た
。 

そ
れ
は
世
界
各
地
の
資
源
を
近
代
文
明
社
会
に
吸
い
上
げ
る
と
と
も
に
、
地
域
在
来
の
自
然
と
文
化

を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
起
源
の
近
代
文
明
社
会
の
傘
の
下
に
組
み
込
み
、
塗
り
変
え
る
も
の
だ
っ
た
。
か
つ
て

古
代
文
明
を
築
い
た
、
麦
と
羊
を
セ
ッ
ト
に
し
た
乾
燥
地
帯
の
農
業
が
そ
の
ま
ま
の
ス
タ
イ
ル
で
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
森
林
地
帯
に
持
ち
込
ま
れ
て
在
来
の
自
然
と
文
化
を
駆
逐
し
、
そ
こ
に
成
立
し
た
近
代
文
明

の
経
済
機
構
が
世
界
の
自
然
を
収
奪
の
対
象
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
二
〇
世
紀
以
降
、
地

球
上
の
各
地
に
残
っ
て
い
た
自
然
と
の
共
存
の
文
化
は
急
速
に
駆
逐
さ
れ
、
共
存
の
拠
点
だ
っ
た

Ｃ

共

生
圏
は
消
滅
し
続
け
て
い
る
。 

 

＊
本
文
は
一
部
原
典
の
文
章
を
省
略
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。 

（
出
典 

石
城
謙
吉
『
森
林
と
人
間
―
あ
る
都
市
近
郊
林
の
物
語
』
よ
り
） 

  



 

 

‐
六
‐ 

問
一 

傍
線
部
(ア)
と
(イ)
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
用
い
る
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
。
解
答
番
号
は  

1  

、  

2  
 

(ア) 

ホ
ウ
ガ 

 
 
 
 
 
 
       

① 

山
が
モ
エ
ギ
色
と
な
っ
た

② 

大
志
を
イ
ダ
く

③ 

山
の
ミ
ネ
が
連
な
る

④ 

信
頼
関
係
が
ク
ズ
れ
た

⑤ 

犬
を
鎖
か
ら
解
き
ハ
ナ
つ 

  

 

(イ) 

タ
サ
イ 

 
 
 
 
 
 
       

① 
最
新
の
エ
ン
ジ
ン
を
ト
ウ
サ
イ
す
る

② 

サ
イ
シ
ン
の
注
意
を
払
う

③ 

最
近
の
作
品
は
セ
イ
サ
イ
を
欠
く

④ 

サ
イ
マ
ツ
の
大
売
り
出
し

⑤ 

納
品
を
サ
イ
ソ
ク
す
る 

  

 

問
二 

傍
線
部
(ウ)
の
意
味
と
し
て
正
し
い
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
。
解
答
番
号
は 

3  
 

 

(ウ) 

幕
が
切
っ
て
落
と
さ
れ
た       

① 

開
始
さ
れ
た

② 

終
わ
り
を
迎
え
た

③ 

終
わ
ら
さ
れ
た

④ 

役
目
が
終
了
し
た

⑤ 

価
値
が
下
が
っ
て
し
ま
っ
た 

  

 



 

 

‐
七
‐ 

問
三 

空
欄 

ａ 

、 

ｂ 

に
入
る
語
句
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
。
解
答
番
号
は   

4  

、  

5  
 

 

ａ 
  

 

4   

① 

だ
か
ら 

② 

た
と
え
ば 

③ 

し
か
し 

④ 

だ
が 

⑤ 

で
は 

 
 

ｂ 
  

  

5  

① 

だ
か
ら 

② 

し
か
し 

③ 

す
な
わ
ち 

④ 

や
は
り 

⑤ 

そ
し
て 

  

問
四 

空
欄 

 
 

 
 

Ⅰ 
 

 
 

 

と 
 

 
 

 

Ⅱ 
 

 
 

 
に
入
る
文
章
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
。
解
答
番
号
は  

6 

、  

7  
 

 
 
 
 
 

Ⅰ 
 
 
 
 

  
  

6  

① 

森
林
文
化
が
農
耕
文
化
を
駆
逐
し
て
も
た
ら
し
た
も
の 

② 

農
耕
文
化
が
森
林
文
化
を
駆
逐
し
て
も
た
ら
し
た
も
の 

③ 

森
林
文
化
と
農
耕
文
化
の
融
合
し
た
、
共
生
圏
の
豊
か
さ
が
も
た
ら
し
た
も
の 

④ 

花
鳥
風
月
を
重
ん
じ
る
日
本
人
の
精
神
風
土
が
も
た
ら
し
た
も
の 

⑤ 

雑
木
林
と
焼
畑
の
融
合
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
多
様
性
が
も
た
ら
し
た
も
の 

 
 
 
 
 
 

Ⅱ 
 
 
 
 

  
  

7  

① 

麦
作
の
拡
大
は
植
民
地
か
ら
収
奪
さ
れ
た
資
源
を
用
い
て 

② 

放
牧
を
中
心
と
す
る
森
林
文
化
が
農
耕
文
化
を
駆
逐
し
て 

③ 

森
林
文
化
と
農
耕
文
化
の
融
合
し
た
、
共
生
圏
の
豊
か
さ
を
背
景
に 

④ 

農
耕
文
化
は
森
林
文
化
と
融
合
し
た
の
で
は
な
く
、
森
林
文
化
を
駆
逐
し
て 

⑤ 

工
業
生
産
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
都
市
が 

 
 

 



 

 

‐
八
‐ 

問
五 

 
 
 

の
中
の
ア
～
エ
の
文
章
を
、
文
意
が
通
る
よ
う
に
並
べ
替
え
た
と
き
、
最
も
適
当
な
も

の
を
、
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は  

8  
 

① 

ア
―
イ
―
エ
―
ウ 

② 

イ
―
エ
―
ア
―
ウ 

③ 

イ
―
エ
―
ウ
―
ア 

④ 

ウ
―
エ
―
イ
―
ア 

⑤ 

エ
―
ウ
―
イ
―
ア 

  

問
六 

傍
線
部
Ａ
「
常
緑
広
葉
樹
林
は
、
こ
の
周
期
的
な
伐
採
・
焼
き
払
い
に
よ
っ
て
雑
木
林
へ
の
進

入
を
阻
ま
れ
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら
１
つ

選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は  

9  
 

① 

焼
畑
が
放
置
さ
れ
た
後
に
は
、
火
入
れ
に
強
く
ホ
ウ
ガ
更
新
力
の
旺
盛
な
オ
ー
ク
類
を
中
心

と
す
る
落
葉
広
葉
樹
が
生
成
す
る
か
ら
。 

② 

常
緑
広
葉
樹
は
、
焼
畑
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
、
周
囲
を
火
に
囲
ま
れ
、
種
子
を
広
範
囲
に
飛

ば
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
。 

③ 

日
本
列
島
の
中
部
以
西
の
地
域
で
は
、
気
候
や
風
土
が
常
緑
広
葉
樹
の
生
成
に
適
し
て
い
な

か
っ
た
か
ら
。 

④ 

森
林
を
伐
開
し
て
焼
き
払
っ
た
後
の
焼
畑
に
は
、
燃
料
と
し
て
火
力
が
強
く
、
食
用
に
な
る

実
（
ど
ん
ぐ
り
）
を
な
ら
せ
る
広
葉
落
葉
樹
が
植
え
ら
れ
た
か
ら
。 

⑤ 

常
緑
広
葉
樹
は
、
縄
文
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
は
、
利
用
価
値
が
少
な
か
っ
た
た
め
、
定
期

的
に
焼
か
れ
て
い
た
か
ら
。 

  

問
七 

傍
線
部
Ｂ
「
日
本
列
島
に
渡
来
し
た
米
作
を
中
心
と
す
る
農
耕
文
化
は
、
森
林
文
化
を
駆
逐
し

て
そ
れ
に
入
れ
替
わ
っ
た
の
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
な
に
か
。
最
も
適
当
な
も
の

を
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら
１
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は  

10  
 

① 

水
稲
栽
培
は
、
麦
作
と
は
違
っ
て
、
広
い
土
地
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
か
ら
。 

② 

水
稲
栽
培
は
、
水
利
の
よ
い
低
地
で
行
わ
れ
、
森
林
伐
開
を
必
要
と
し
な
か
っ
た
か
ら
。 

③ 

生
物
多
様
性
の
重
要
性
が
古
く
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
か
ら
。 

④ 

縄
文
文
化
か
ら
の
伝
統
と
し
て
自
然
へ
の
順
応
の
精
神
が
受
け
継
が
れ
た
か
ら
。 

⑤ 

在
来
の
自
然
に
順
応
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
征
服
す
る
思
想
が
あ
っ
た
か
ら
。 

 
 



 

 

‐
九
‐ 

問
八 

傍
線
部
Ｃ
「
共
生
圏
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
本
文
で
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
説
明
さ
れ

て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら
１
つ
選
び
な
さ
い
。 

 
 

解
答
番
号
は  

11  
 

 

① 

焼
畑
の
拡
大
に
よ
っ
て
、
年
々
減
少
し
て
い
る
雑
木
林
。 

② 

麦
と
羊
の
牧
畜
と
を
セ
ッ
ト
に
し
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
農
業
地
域
。 

③ 

水
稲
栽
培
を
中
心
と
す
る
ア
ジ
ア
の
農
村
地
帯
。 

④ 

日
本
の
精
神
的
風
土
の
基
盤
と
な
っ
て
き
た
「
花
鳥
風
月
」
の
世
界
。 

⑤ 

自
然
を
大
き
く
変
え
る
こ
と
な
く
、
集
約
的
な
土
地
利
用
を
行
っ
て
い
る
里
山
。 

  



 

 

‐
一
〇
‐ 

第
二
問 

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

 
ま
ず
重
要
な
の
は
、
国
家
と
は
、
と
も
す
れ
ば
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
「
外
側
」
に

あ
る
も
の
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
「
内
側
」
に
「
実
在
」
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
国
家
の

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
説
く
論
者
の
多
く
が
思
い
至
ら
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、
ま
ず
こ
の
点
で
あ
っ

た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
「
外
側
」
に
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
、
国
家
が
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」

で
あ
る
と
宣
言
さ
え
す
れ
ば
、
芝
居
の
書
き
割
り
の
よ
う
に
何
の

(ア)
造
作
も
な
く
破
り
捨
て
ら
れ
る
よ

う
に
考
え
た
点
に
誤
り
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

そ
れ
で
は
、
国
家
は
ど
の
よ
う
に
「
実
在
」
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
き
わ
め
て

日
常
的
に
起
こ
り
う
る
次
の
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
で
あ
る
。
あ
る
日
、
帰
宅
す
る
と
家
が
荒
ら
さ
れ

て
、
現
金
は
じ
め
貴
重
品
が
盗
ま
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
直
ち
に
警
察
に
通
報
す
る
。
警
官
が
や
っ
て

く
る
。
調
べ
が
始
ま
る
。
事
情
が
聴
か
れ
る
。
そ
れ
を
取
り
囲
む
人
々
も
、
警
察
が
早
く
犯
人
を
捕
ま

え
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
ほ
と
ん
ど
大
多
数
の
日
本
人
は
、
こ
う
し
た
一
連
の
出
来
事
が
生
じ
る
こ
と

を
当
然
の
こ
と
と
受
け
止
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
国
家
と
は
、
ま
さ
し
く
、
そ
う
し
た
一
連
の
過
程
を

生
じ
さ
せ
る
人
々
の
心
の
な
か
に
実
在
す
る
。
要
す
る
に
、
国
家
と
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
、
あ
る
事
態

や
問
題
を
前
に
し
て
、
人
々
が
当
然
の
如
く
互
い
に
期
待
し
、
さ
ら
に
は
承
認
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

自
分
も
含
め
た
複
数
の
人
々
の
行
動
の
仕
組
み
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。 

こ
う
し
た
行
動
の
仕
組
み
と
は
、
言
葉
を
換
え
て
言
え
ば
、
ま
さ
し
く
「
制
度
」
と
称
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
う
し
た
人
々
の
期
待
と
承
認
の
う
え
に
築
か
れ
た
行
動
の
仕
組
み
＝
制
度
は
、

社
会
に
お
け
る
家
族
や
会
社
、
学
校
そ
の
他
の
様
々
な
場
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
多
様
な
も

の
が
存
在
し
て
い
る
。
日
常
生
活
の
多
く
は
、
こ
う
し
た
制
度
を
も
と
に
営
ま
れ
て
い
る
。
制
度
が
な

け
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
次
の
瞬
間
、
自
分
の
周
辺
で
何
が
起
き
る
か
、
そ
の
都
度
予
測
し
な
が
ら
行
動

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

と
い
っ
て
、
制
度
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
合
理
的
な
予
測
が
可
能
な
状
態
を
指
す
わ
け
で
は

な
い
。
空
が
暗
く
な
り
、
雲
が
厚
く
垂
れ
込
め
る
と
、
や
が
て
雨
が
降
る
こ
と
を
私
た
ち
は
予
測
す
る

け
れ
ど
も
、
曇
り
の
後
に
雨
が
降
る
こ
と
を
制
度
と
は
呼
ば
な
い
。
ま
た
、
経
済
情
勢
が
悪
化
す
れ
ば

犯
罪
が
増
加
す
る
が
、
そ
れ
を
制
度
と
は
呼
ば
な
い
。 

ａ 

、
制
度
と
は
、
単
に
事
実
と
し
て
繰
り

返
さ
れ
る
現
象
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
、
純
粋
な
予
測
と
い
う
以
上
に
、
そ
う
し
た
繰
り
返
し

起
こ
る
事
態
に
つ
い
て
の
規
範
的
な
予
期
と
肯
定
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
そ
う
し
た
出

来
事
が
、
起
き
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
期
待
と
、
起
こ
る
べ
き
こ
と
が
起
き
た
と
い
う
承
認
で
あ
る
。 

学
校
で
教
師
が
毎
日
授
業
を
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、
ま
さ
に
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

生
徒
の
側
の
期
待
と
承
認
が
あ
る
。
ま
た
、
教
師
の
側
か
ら
は
、
生
徒
に
対
し
て
、
授
業
を
聴
く
、
あ

る
い
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
ふ
り
を
す
る
と
い
う
期
待
と
承
認
が
向
け
ら
れ
る
。
し
か
も
、

そ
こ
に
は
、
互
い
の
期
待
と
承
認
を
双
方
が
認
知
し
て
い
る
と
い
う
構
造
が
あ
る
。
そ
う
し
た
期
待
や



 

 

‐
一
一
‐ 

承
認
が
成
立
せ
ず
、
互
い
に
、
相
手
方
の
素
振
り
や
雰
囲
気
か
ら
、
ち
ゃ
ん
と
授
業
を
す
る
だ
ろ
う
か
、

あ
る
い
は
、
授
業
を
聴
く
だ
ろ
う
か
と
い
う

Ａ

純
粋
の
予
測
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
れ
ば
、
本
来

の
意
味
で
の
学
校
と
い
う
制
度
は
崩
壊
し
て
い
る
。

(イ)
往
々
に
し
て
錯
覚
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
教
室
や

校
舎
と
呼
ば
れ
る
建
物
が
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
自
体
は
学
校
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
制
度
が

成
り
立
っ
て
い
る
の
は
、
何
よ
り
も
、
お
互
い
の
行
動
に
つ
い
て
の
期
待
や
承
認
が
人
々
の
間
に
確
固

と
し
て
抱
か
れ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。 

と
こ
ろ
で
、
制
度
に
は
様
々
な
も
の
が
あ
る
が
、
さ
し
あ
た
り
国
家
と
は
、
そ
の
な
か
で
も
、
法
と

い
う
裏
付
け
を
伴
い
、
さ
ら
に
、
そ
れ
を
も
と
に
し
た
政
府
を
は
じ
め
統
治
機
関
の
活
動
が
一
定
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
な
制
度
の
集
合
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
法
は
社
会
の
様
々
な
制
度
へ
の
欲

求
を
反
映
し
な
が
ら
国
会
で
立
法
さ
れ
、
そ
う
し
た
様
々
な
法
を
究
極
的
に
基
礎
づ
け
る
法
と
し
て
憲

法
が
あ
る
。
法
が
裏
付
け
と
な
る
と
い
う
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
が
政
府
や
統
治
機
関
に
よ

る
強
制
力
を
伴
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
国
家
と
総
称
さ
れ
る
諸
制
度
は
、
そ
れ
だ
け
、

人
々
の
期
待
や
承
認
が
か
な
り
な
確
実
性
を
も
っ
て
満
た
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
。 

ｂ 

、
制
度
に

違
反
し
た
者
や
逸
脱
し
た
者
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
制
裁
が
伴
う
が
ゆ
え
に
、
そ
の
制
度
の
実
現
が
担
保

さ
れ
、
国
家
の
制
度
へ
の
人
々
の
期
待
と
承
認
を
よ
り
一
層
確
か
な
も
の
に
す
る
の
で
あ
る
。 

ち
な
み
に
、
国
家
の
諸
制
度
の
う
ち
で
も
最
も
基
本
的
な
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
地
域
に
国

家
な
る
も
の
が
成
立
し
て
い
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
を
示
す
徴

表

ち
ょ
う
ひ
ょ
う

と
な
る
制
度
は
、
あ
る
一
定
の
地

域
の
治
安
を
維
持
す
る
た
め
の
制
度
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、
近
代
世
界
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
治

安
の
維
持
の
制
度
が
ど
の
程
度
に
確
立
し
て
い
る
か
が
、
そ
の
地
域
の
国
家
の
成
立
の
程
度
を
決
定
す

る
と
言
っ
て
よ
い
。 

こ
こ
か
ら
、
国
家
と
は
、
正
当
な
暴
力
を
独
占
し
た
政
府
の
も
と
に
組
織
さ
れ
た
団
体
で
あ
る
と
す

る
M
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
古
典
的
な
国
家
の
定
義
が
成
立
す
る
。「
正
当
な
暴
力
」
と
い
う
表
現
に
は
、

(ウ)
や
や
も
す
れ
ば
誤
解
を
招
く
面
が
あ
る
が
、
先
に
引
い
た
警
察
の
例
は
、
国
家
と
総
称
さ
れ
る
制
度

の
典
型
的
な
例
と
な
る
。
犯
罪
の
発
生
に
関
し
て
、
人
々
の
間
の
警
察
の
行
動
へ
の
期
待
と
承
認
が
ほ

と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
前
提
と
さ
れ
る
ほ
ど
に
強
固
な
も
の
に
な
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
確
固
た
る

期
待
と
承
認
が
私
た
ち
の
心
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
を
、
国
家
が
私
た
ち
の
内
側
に
「
実
在
」
す
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
期
待
や
承
認
が
な
く
な
れ
ば
国
会
議
事
堂
は
た
だ
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
固
ま

り
で
あ
る
し
、
憲
法
典
も
単
な
る
紙
切
れ
に
過
ぎ
ず
、
警
察
官
も
単
な
る
武
装
し
た
男
た
ち
に
過
ぎ
な

い
。
そ
の
意
味
で
国
家
は
、
ひ
と
え
に 

 
 

Ⅰ 
 
 

に
根
拠
を
持
つ
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
に
他
な

ら
な
い
。 

＊
本
文
は
一
部
原
典
の
文
章
を
省
略
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
。 

（
出
典 

坂
本
多
加
雄
『
国
家
学
の
す
す
め
』
よ
り
） 

 



 

 

‐
一
二
‐ 

問
一 

傍
線
部
(ア)
～
(ウ)
の
語
句
の
意
味
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
。
解
答
番
号
は  

12 

～  

14  
 

(ア) 

造
作
も
な
く 

 
 
       

① 

た
い
し
た
労
力
や
時
間
を
か
け
ず
に

② 

何
事
も
生
み
出
す
こ
と
な
く

③ 

目
的
を
も
た
ず
に

④ 

人
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と
な
く

⑤ 

形
を
残
す
こ
と
な
く 

  

 

(イ) 

往
々
に
し
て 

 
 
       

① 

滅
多
に
な
い
様
子

② 

と
き
ど
き

③ 

昔
か
ら

④ 

必
然
的
に
お
こ
る
さ
ま

⑤ 

よ
く
あ
り
が
ち
な
さ
ま 

  

 

(ウ) 

や
や
も
す
れ
ば 

 
       

① 

悪
意
を
も
っ
て
捉
え
れ
ば

② 

成
り
行
き
に
任
せ
て
お
く
と
そ
う
な
り
が
ち
な
さ
ま

③ 

経
験
に
照
ら
し
て
考
え
る
と

④ 

う
っ
か
り
間
違
え
て
理
解
を
し
て
い
る
さ
ま

⑤ 

き
ち
ん
と
説
明
を
し
な
い
と 

  

  

問
二 

空
欄 

ａ 

、 

ｂ 

に
入
る
語
句
と
し
て
、
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か

ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
な
お
、 

ａ 

、 

ｂ 

に
は
同
じ
語
句
が
入
る
。
解
答
番
号
は  

15  
 

① 

し
か
し 

② 

す
な
わ
ち 

③ 

だ
か
ら 

④ 

そ
し
て 

⑤ 

た
と
え
ば 



 

 

‐
一
三
‐ 

 問
三 
傍
線
部
Ａ
「
純
粋
の
予
測
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
れ
ば
、
本
来
の
意
味
で
の
学
校
と
い
う

制
度
は
崩
壊
し
て
い
る
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
①

～
⑤

の
う

ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は  

16  
 

① 

教
師
が
授
業
を
す
れ
ば
、
生
徒
が
授
業
を
聴
く
と
い
う
合
理
的
な
予
測
が
可
能
な
状
態
こ
そ

が
学
校
の
制
度
で
あ
る
か
ら
。 

② 

教
師
が
授
業
を
す
る
一
方
で
、
生
徒
が
授
業
を
聴
く
と
い
う
事
実
が
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
が

教
育
の
制
度
で
あ
る
か
ら
。 

③ 

次
の
瞬
間
、
自
分
の
周
辺
で
何
が
起
き
る
か
、
そ
の
都
度
予
測
し
な
が
ら
行
動
す
る
こ
と
は
、

学
習
環
境
の
悪
化
を
意
味
す
る
か
ら
。 

④ 

制
度
と
は
繰
り
返
し
起
こ
る
事
態
に
対
し
て
、
起
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
期
待
と
、

起
こ
る
べ
き
こ
と
が
起
き
た
と
い
う
承
認
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
か
ら
。 

⑤ 

純
粋
の
予
測
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
れ
ば
、
学
校
の
制
度
を
担
保
し
て
い
る
制
裁
と
し

て
の
校
則
が
機
能
し
な
く
な
る
か
ら
。 

 
 問

四 

空
欄 

 
 

Ⅰ 
 
 

に
入
る
語
句
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
。
解
答
番
号
は  

17  
 

① 

正
当
な
暴
力
を
独
占
し
た
政
府 

② 

私
た
ち
の
「
外
側
」 

③ 

私
た
ち
の
心
の
中
＝
「
内
側
」 

④ 

様
々
な
法
を
究
極
的
に
基
礎
づ
け
る
憲
法 

⑤ 

治
安
を
維
持
す
る
た
め
の
制
度 

  

問
五 

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
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
。
解
答
番
号
は  

18  
 

① 

国
家
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
性
を
説
く
論
者
は
、
国
家
は
「
内
側
」
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。 

② 

国
家
と
は
、
一
連
の
出
来
事
に
対
し
て
、
合
理
的
な
予
測
が
可
能
な
状
態
に
あ
る
場
合
に
成

立
す
る
。 

③ 

政
府
を
は
じ
め
統
治
機
関
の
活
動
が
一
定
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
制
度
の
集
合
が
国
家
で

あ
り
、
憲
法
が
あ
れ
ば
国
家
で
あ
る
と
い
え
る
。 

④ 

法
の
裏
付
け
の
あ
る
国
家
は
、
人
々
の
期
待
や
承
認
が
か
な
り
確
実
性
を
も
っ
て
満
た
さ
れ

る
可
能
性
が
高
い
。 

⑤ 

近
代
世
界
に
お
い
て
、
武
装
し
た
警
察
官
が
い
な
く
て
は
、
国
家
と
は
言
え
な
い
。 



 

 

‐
一
四
‐ 

第
三
問 

次
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 

問
一 
次
の
四
字
熟
語
の
な
か
で
、
正
し
い
漢
字
の
使
い
方
を
し
て
い
る
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は  

19  
 

① 

油
断
大
滴 

② 

粉
骨
砕
身 

③ 

品
行
法
正 

④ 

暴
因
暴
食 

⑤ 

千
狭
万
別 

  

問
二 

次
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
正
し
い
漢
字
に
直
し
た
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら

１
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は  

20  
 

① 

彼
女
の
ス
カ
ー
ト
に
は
、
花
の
モ
ヨ
ウ
（
模
用
）
が
描
か
れ
て
い
た
。 

② 

昨
年
の
こ
と
を
思
え
ば
カ
ク
ダ
ン
（
各
段
）
に
進
歩
し
て
い
る
。 

③ 

今
は
一
人
に
し
て
お
い
て
欲
し
い
こ
と
を
サ
ッ
チ
（
刷
知
）
し
て
欲
し
い
。 

④ 

花
が
咲
い
て
散
っ
て
い
く
の
は
、
自
然
の
セ
ツ
リ
（
説
理
）
だ
。 

⑤ 

伝
染
病
に
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
カ
ク
リ
（
隔
離
）
さ
れ
た
。 

  

問
三 

次
の
傍
線
部
の
カ
タ
カ
ナ
を
正
し
い
漢
字
に
直
し
た
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら

１
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は  

21  
 

① 

彼
の
偉
業
は
、
長
ら
く
歴
史
の
中
に
ウ
（
葬
）
も
れ
て
い
た
。 

② 

お
互
い
が
良
い
ラ
イ
バ
ル
と
し
て
、
キ
ソ
（
争
）
い
合
い
な
が
ら
上
達
し
た
。 

③ 

チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
は
、
全
員
一
致
で
彼
女
を
リ
ー
ダ
ー
に
オ
（
推
）
し
た
。 

④ 

経
理
を
担
当
す
る
社
員
が
辞
め
て
し
ま
っ
た
の
で
、
事
務
が
ト
ド
コ
オ
（
留
）
っ
て
い
る
。 

⑤ 

昨
日
は
、
友
達
を
サ
ソ
（
招
）
い
、
映
画
を
見
に
い
っ
た
。 

 
 

問
四 

全
て
正
し
い
漢
字
を
用
い
て
い
る
文
章
と
し
て
正
し
い
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か

ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は  

22  
 

① 

最
高
栽
判
所
は
、
偉
憲
で
あ
る
と
の
訴
え
を
棄
却
し
た
。 

② 

書
籍
や
映
画
、
放
走
で
表
現
さ
れ
る
内
容
を
公
権
力
が
検
悦
す
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
。 

③ 

無
中
に
な
っ
て
読
ん
で
い
た
本
を
車
内
に
忘
れ
て
、
遣
失
物
セ
ン
タ
ー
に
取
り
に
行
っ
た
。 

④ 

最
寄
駅
で
降
り
た
後
、
自
己
啓
発
の
た
め
に
行
っ
て
い
る
英
会
話
ス
ク
ー
ル
に
行
っ
た
。 

⑤ 

気
弱
な
姓
格
の
彼
も
、
彼
女
の
前
で
は
虚
成
を
張
っ
て
い
る
。 



 

 

‐
一
五
‐ 

問
五 

次
の
傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
が
正
し
い
の
は
ど
れ
か
。
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら
１
つ
選
び
な
さ

い
。
解
答
番
号
は  

23  
 

① 

大
使
を
本
国
に
召
還
（
し
ょ
う
か
ん
）
し
た
。 

② 

彼
は
機
知
（
き
び
）
に
富
ん
で
い
る
。 

③ 

驚
き
の
喚
声
（
き
せ
い
）
が
あ
が
っ
た
。 

④ 

あ
れ
こ
れ
と
難
癖
（
な
ん
へ
き
）
を
つ
け
る
。 

⑤ 

ク
ー
デ
タ
は
未
遂
（
み
つ
い
）
に
終
わ
っ
た
。 

 
 

問
六 

次
の
傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
が
正
し
い
の
は
ど
れ
か
。
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら
１
つ
選
び
な
さ

い
。
解
答
番
号
は  

24  
 

① 

学
生
時
代
に
君
と
け
ん
か
を
し
た
こ
と
を
克
明
（
か
つ
め
い
）
に
覚
え
て
い
る
。 

② 

そ
ん
な
に
大
層
な
代
物
（
だ
い
ぶ
つ
）
で
は
な
い
。 

③ 

手
術
で
傷
口
を
縫
合
（
せ
い
ご
う
）
し
た
。 

④ 

潤
沢
（
じ
ゅ
ん
た
く
）
な
資
金
を
も
と
に
、
起
業
し
た
。 

⑤ 

法
律
は
、
遵
守
（
そ
ん
し
ゅ
）
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

問
七 

次
の
傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
が
正
し
い
の
は
ど
れ
か
。
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら
１
つ
選
び
な
さ

い
。
解
答
番
号
は  

25  
 

① 

生
兵
法
（
き
へ
い
ほ
う
）
は
大
け
が
の
も
と
だ
。 

② 

彼
女
は
そ
の
事
に
つ
い
て
は
門
外
漢
（
も
ん
げ
か
ん
）
だ
っ
た
。 

③ 

居
丈
高
（
い
た
け
だ
か
）
に
も
の
を
言
う
。 

④ 

そ
の
よ
う
な
形
而
上
（
け
い
し
じ
ょ
う
）
の
論
争
を
し
て
も
意
味
が
な
い
。 

⑤ 

彼
の
破
天
荒
（
は
て
ん
ぎ
ょ
う
）
な
冒
険
譚
に
聞
き
入
っ
た
。 

 

問
八 

次
の
傍
線
部
の
漢
字
の
読
み
が
正
し
い
の
は
ど
れ
か
。
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら
１
つ
選
び
な
さ

い
。
解
答
番
号
は  

26  
 

① 

す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
死
を
免
（
ま
の
が
）
れ
た
。 

② 

食
べ
物
の
好
み
が
偏
（
か
ぶ
）
る
。 

③ 

次
々
と
流
行
は
廃
（
す
て
ら
）
れ
て
い
く
。 

④ 

祭
り
へ
の
参
加
を
促
（
う
な
が
）
す
。 

⑤ 

故
人
を
悼
（
な
つ
か
し
）
む
。 

 



 

 

‐
一
六
‐ 

問
九 

「
経
験
を
積
ん
だ
結
果
、
態
度
や
物
腰
な
ど
が
そ
の
職
業
や
地
位
な
ど
に
ふ
さ
わ
し
く
な
る
こ

と
」
と
の
意
味
が
あ
る
慣
用
句
と
し
て
正
し
い
の
は
ど
れ
か
。
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら
１
つ
選
び

な
さ
い
。
解
答
番
号
は  

27  
 

① 

板
に
付
く 

② 

一
目
置
く 

③ 

意
に
か
な
う 

④ 

口
に
合
う 

⑤ 

尻
馬
に
乗
る 

 
 

問
十 

「
何
度
も
同
じ
こ
と
を
言
わ
れ
て
う
ん
ざ
り
し
て
い
る
様
子
」
を
表
し
て
い
る
慣
用
句
と
し
て

正
し
い
の
は
ど
れ
か
。
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら
１
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は  

28  
 

① 

歯
が
浮
く 

② 

色
を
失
う 

③ 

耳
に
た
こ
が
で
き
る 

④ 

寝
耳
に
水 

⑤ 

お
茶
を
濁
す 

  

問
十
一 

次
の
こ
と
わ
ざ
と
そ
の
意
味
が
正
し
い
組
合
せ
は
ど
れ
か
。
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か
ら
１
つ
選

び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は  

29  
 

① 

怪
我
の
功
名 

 
 
 
 
 

…
上
手
な
人
で
も
失
敗
す
る
こ
と
が
あ
る 

② 

白
羽
の
矢
が
立
つ 

 
 
 

…
月
日
の
経
つ
の
が
早
い
こ
と 

③ 

紺
屋
の
白
袴 

 
 
 
 
 

…
大
事
の
た
め
に
は
他
の
不
都
合
は
や
む
を
得
な
い
こ
と 

④ 

藪
を
つ
つ
い
て
蛇
を
出
す 

…
不
運
に
不
運
が
重
な
る
こ
と 

⑤ 

良
薬
口
に
苦
し 

 
 
 
 

…
身
の
た
め
に
な
る
よ
う
な
忠
告
は
聞
き
づ
ら
い
と
い
う
こ
と 

  

問
十
二 

次
の
傍
線
部
の
四
字
熟
語
の
使
い
方
と
し
て
正
し
い
も
の
は
ど
れ
か
。
次
の
①

～
⑤

の
う
ち
か

ら
１
つ
選
び
な
さ
い
。
解
答
番
号
は  

30  
 

① 

敵
の
一
喜
一
憂
に
注
目
し
て
隙
を
狙
っ
た
。 

② 

一
期
一
会
と
心
得
て
、
人
と
の
出
会
い
を
大
切
に
し
ま
し
ょ
う
。 

③ 

ど
の
意
見
も
一
進
一
退
で
、
大
差
が
な
い
。 

④ 

こ
こ
ま
で
き
た
ら
、
君
と
は
一
挙
両
得
だ
。 

⑤ 

彼
女
は
子
ど
も
の
よ
う
に
海
千
山
千
に
振
舞
う
。 

 



児童指導員科-手話通訳科 一次募集国語 正答 

 
問題番号  正答 

第１問  1  1 

  2  3 

  3  1 

  4  5 

  5  2 

  6  3 

  7  4 

  8  2 

  9  1 

  10  4 

  11  5 

第２問  12  1 

  13  5 

  14  2 

  15  2 

  16  4 

  17  3 

  18  4 

第３問  19  2 

  20  5 

  21  3 

  22  4 

  23  1 

  24  4 

  25  3 

  26  4 

  27  1 

  28  3 

  29  5 

  30  2 
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