
一 般 選 抜 （ Ⅰ 期 ） 問 題

国　　語

令和５年度

試験開始までに下記の注意事項をよく読んでください。

注 意 事 項

①　試験開始の合図があるまで、問題冊子を開いてはいけません。
②　開始の合図後、解答用紙に「氏名」、「個人番号」を記入すること。
③　受験票、筆記用具以外は、机上に置かないこと。
④　受験票は机上に貼付してある「個人番号」の手前に置くこと。
⑤　記述解答で、字数の指定がある問題では句読点は 1字として
数えること。

⑥　試験中に問題冊子の印刷不鮮明、ページの落丁・乱丁及び解
答用紙の汚れ等に気付いた場合は、手を挙げて監督者に知ら
せること。

⑦　試験中は退席しないこと。（気分が悪くなった場合は、手を挙
げて監督者に知らせること）

⑧　試験終了後、この問題冊子は持ち帰ること。

試験日　２月２日



（国語―1）２日

〔一〕　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　

こ
と
ば
に
は
形
と
意
味
が
あ
る
。
そ
の
「
こ
と
ば
」
と
い
う
語
を
例
に
す
る
な
ら
、「
ｋ
ｏ
ｔ
ｏ
ｂ
ａ
」
と
発
音
し
、「
こ
と
ば
」「
コ
ト
バ
」

「
言
葉
」「
詞
」
な
ど
と
書
く
部
分
が
そ
の
「
形
」
で
あ
り
、
人
の
感
情
・
意
志
・
思
考
内
容
な
ど
を
伝
え
る
た
め
の
音
声
や
文
字
連
続
を

さ
す
部
分
が
そ
の
「
意
味
」
に
な
る
。「
む
ず
か
し
い
」
と
「
む
つ
か
し
い
」、「
去
年
」
と
「
昨
年
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
形
は
違
う
が
意
味
は

同
じ
で
あ
り
、「
山
が
高
い
」
の
「
高
い
」
と
「
値
段
が
高
い
」
の
「
高
い
」
と
は
、
形
は
同
じ
だ
が
意
味
が
違
う
。

　

Ａ

、「
意
味
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
と
は
何
か
。
こ
と
ば
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
に
は
、「
言
語
・
表
情
・
身
振
り
・
動
作
や
記

号
・
作
品
な
ど
の
よ
う
に
人
間
の
感
覚
で
と
ら
え
う
る
形
で
表
さ
れ
た
も
の
に
含
ま
れ
て
い
る
内
容
や
表
現
者
の⒜
イ
ト
」
を
さ
し
、「
意
味

不
明
」「
意
味
を
く
み
と
る
」「
こ
の
表
現
に
は
深
い
意
味
が
あ
る
」
の
よ
う
に
用
い
る
。
こ
れ
が
主
要
な
基
本
的
意
味
で
あ
り
、
意
味
の
中

心
を
な
す
。
そ
の
表
現
に
よ
っ
て
相
手
に
伝
わ
る
は
ず
の
情
報
だ
。
た
と
え
ば
「
医
者
」
と
い
う
語
は
「
人
体
を
診
察
し
て
病
気
や
怪
我
の

診
断
を
下
し
、
患
部
を
治
療
す
る
こ
と
を
職
業
と
す
る
人
」
な
ど
と
定
義
さ
れ
て
国
語
辞
典
に⒝
ノ
っ
て
い
る
。
産
科
医
の
場
合
は
「
病
気
や

怪
我
」「
患
部
を
治
療
」
の
あ
た
り
の
表
現
に
違
和
感
が
あ
る
に
し
ろ
、
内
科
で
も
整
形
外
科
で
も
精
神
科
で
も
た
い
て
い
の
医
者
に
は
あ

て
は
ま
る
。
こ
れ
が
「
医
者
」
と
い
う
こ
と
ば
の
〈
一
般
的
意
味
〉
で
あ
り
、〈
辞
書
的
意
味
〉
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
現
実
の
場
面
の
中
で
「
医
者
」
と
い
う
語
は⑴
必
ず
し
も
こ
の
定
義
ど
お
り
に
使
わ
れ
る
。
日
常
生
活
で
「
医
者
を
呼
ぶ
」「
医

者
に
か
か
る
」「
医
者
に
通
う
」
な
ど
と
言
う
と
き
に
は
、
そ
の
よ
う
な⑵
医
者
一
般
を
さ
す
わ
け
で
は
な
い
。
あ
る
科
の
専
門
医
に
し
ぼ
ら

れ
、
地
理
的
に
近
い
と
か
掛
か
り
付
け
で
あ
る
と
か
と
い
う
条
件
も
働
い
て
、
特
定
の
一
人
を
さ
す
例
も
多
い
。
場
面
に
よ
っ
て
は
獣
医
を

意
味
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
実
際
の
場
面
や
状
況
に
よ
っ
て
発
揮
さ
れ
る
個
別
の
意
味
を
特
に
〈
文
脈
的
意
味
〉
と
呼
ん

で
区
別
す
る
。
そ
の
時
そ
の
時
の
意
味
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、〈
臨
時
的
意
味
〉
と
も
呼
ば
れ
る
。

　
「
笑
う
」
と
「
泣
く
」
と
は
明
ら
か
に
意
味
が
違
う
。「
笑
う
」
と
「
笑
っ
た
」
も
意
味
が
少
し
違
う
。
が
、
こ
こ
で
「
違
う
」
と
判
断
し



（国語―2）２日

て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の
「
意
味
」
と
い
う
語
に
は
微
妙
に
ず
れ
が
あ
る
。
前
者
の
違
い
を
〈
語
彙
的
意
味
〉
と
呼
び
、
後
者
の
違
い
を
〈
文
法

的
意
味
〉
と
呼
ん
で
区
別
す
る
こ
と
も
あ
る
。「
笑
う
」「
笑
っ
て
い
る
」「
笑
っ
た
」
に
共
通
す
る
の
が
〈
語
彙
的
意
味
〉
で
あ
り
、「
笑
っ

た
」
と
「
泣
い
た
」、「
笑
っ
て
い
る
」
と
「
泣
い
て
い
る
」、「
笑
わ
せ
る
」
と
「
泣
か
せ
る
」、「
笑
わ
れ
る
」
と
「
泣
か
れ
る
」、「
笑
わ
な

い
」
と
「
泣
か
な
い
」
と
い
う
組
み
合
わ
せ
に
共
通
す
る
の
が
、
そ
れ
ぞ
れ
完
了
・
継
続
・
使
役
・
受
身
・
打
消
と
い
っ
た
〈
文
法
的
意
味
〉

だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
ふ
れ
る
」
と
「
さ
わ
る
」
の
よ
う
に
、
よ
く
似
た
意
味
を
表
す
こ
と
ば
で
も
、
細
か
く
調
べ
る
と
そ
れ
ぞ
れ
の
用
法
に
は
い
く
ら
か
違

い
が
あ
り
、
日
本
人
は
そ
の
微
妙
な
意
味
の
差
に
応
じ
て
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
一
方
、「
あ
し
た
」
と
「
あ
す
」
と

「
明み
ょ
う
に
ち日

」
な
ど
、
は
っ
き
り
と
し
た
意
味
の
違
い
が
ほ
と
ん
ど
な
く
て
も
、
い
つ
ど
れ
を
使
っ
て
も
い
い
わ
け
で
は
な
い
。
日
本
人
は
意

味
の
微
差
だ
け
で
な
く
、
そ
う
い
う
微
妙
な
感
覚
の
違
い
に
応
じ
た
使
い
分
け
に
も
細
か
く
神
経
を
つ
か
う
。

　

一
方
で
、
何
を
さ
す
か
と
い
う
、
こ
と
ば
の
指
示
対
象
を
問
題
に
し
、
他
方
で
、
そ
の
情
報
が
相
手
に
ど
ん
な
感
じ
で
伝
わ
る
か
と
い

う
、
こ
と
ば
の⒞
カ
ン
シ
ョ
ク
を
問
題
に
す
る
。
何
を
さ
す
か
、
ど
う
伝
わ
る
か
、
と
い
う
こ
の
二
つ
の
異
質
な
違
い
を
、
と
も
に
「
意
味
」

の
問
題
と
し
て
一
括
し
て
考
え
る
立
場
も
あ
る
。
そ
の
場
合
は
、
ふ
つ
う
に
「
意
味
」
と
い
う
こ
と
ば
で
さ
し
て
い
る
前
者
を
〈
中
心
的
意

味
〉
と
呼
ん
で
中
央
に
置
き
、
一
般
に
「
語
感
」
と
い
う
こ
と
ば
で
さ
し
て
い
る
後
者
を
〈
周
辺
的
意
味
〉
と
し
て
そ
の
外
側
に
位
置
づ
け

る
。
中
心
的
意
味
の
ほ
う
は
、
何
を
指
し
示
す
か
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
〈
指
示
的
意
味
〉
と
も
呼
ぶ
。
ま
た
、
こ
と
ば
が
指
し
示
す
対

象
や
概
念
を
問
題
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
〈
事
柄
的
意
味
〉〈
対
象
的
意
味
〉〈
概
念
的
意
味
〉
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

　
〈
中
心
的
意
味
〉
は
そ
の
語
が
何
を
指
し
示
す
か
、
と
い
う
ハ
ー
ド
な
論
理
的
情
報
で
あ
り
、〈
周
辺
的
意
味
〉
は
、
そ
の
語
が
相
手
に
ど

う
い
う
感
じ
を
与
え
る
か
、
と
い
う
ソ
フ
ト
な
い
わ
ば
心
理
的
情
報
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
世
間
一
般
の
用
語
に
従
っ
て
、
前
者
を
「
意
味
」、

後
者
を
「
語
感
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

あ
る
単
語
が
何
を
さ
す
か
と
い
う
論
理
的
情
報
と
、
そ
の
語
が
ど
ん
な
感
じ
で
相
手
に
受
け
と
ら
れ
る
か
と
い
う
心
理
的
情
報
と
は
、
理



（国語―3）２日

論
的
に
別
々
の
も
の
だ
。
両
者
は
例
外
な
く
区
別
で
き
そ
う
に
見
え
る
。

Ｂ

、「
美
女
」
と
い
う
語
は
女
性
に
限
り
、
男
性
を
さ
す
こ

と
は
な
い
か
ら
、
い
く
ら
容
姿
端
麗
で
し
と
や
か
な
立た
ち
い居

振ふ
る
ま
い舞

を
示
す
相
手
で
も
、
そ
れ
を
男
性
に
使
え
ば
完
全
な
誤
り
だ
。「
ハ
ン
サ
ム
」

は
逆
に
日
本
語
で
は
も
っ
ぱ
ら
男
性
に
対
し
て
用
い
る
語
で
あ
り
、
い
く
ら
勇
壮
活
発
な
相
手
で
も
、
そ
れ
を
女
性
に
使
え
ば
に
べ
も
な
く

誤
用
と
判
定
さ
れ
る
。
そ
の
点
、
ど
ち
ら
も
ま
さ
に

Ｘ

の
問
題
で
あ
り
、

Ｙ

の
問
題
で
は
な
い
。

　
「
美
人
」
も
今
で
は
女
性
に
限
ら
れ
る
。
が
、
こ
の
語
は⑶
井
原
西
鶴
の
『
世
間
胸
算
用
』
に
「
玉
の
や
う
な
る
美
人
」
を
「
も
ら
ひ
ま
し

て
聟む
こ

に
い
た
し
ま
す
」
と
あ
る
よ
う
に
、
昔
は
美
男
子
に
も
使
わ
れ
た
。
と
な
る
と
、
現
代
で
も
男
に
使
う
の
は
完
全
な
誤
り
と
ま
で
断
定

で
き
る
か
ど
う
か
は
微
妙
だ
。
ま
た
、
本
来
は
同
じ
対
象
を
さ
す
は
ず
な
の
に
、

Ｃ

「
庭
」
よ
り
「
庭
園
」
の
ほ
う
が
広
い
イ
メ
ー
ジ

が
わ
く
。
と
は
い
え
「
庭
園
」
も
「
庭
」
だ
か
ら
、
こ
の
あ
た
り
は
意
味
の
問
題
か
ら⒟
ジ
ャ
ッ
カ
ン
は
み
出
す
。

　

表
現
す
る
側
の
条
件
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。「
お
ふ
く
ろ
」
は
男
性
が
、「
殿
方
」
は
女
性
が
主
に
使
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
で

は
女
が
「
お
ふ
く
ろ
」
と
言
い
、
男
が
「
殿
方
」
と
言
え
ば
誤
用
に
な
る
か
と
い
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。「
お
っ
ぱ
い
」
や
「
だ
っ
こ
」

は
主
に
幼
児
が
使
う
が
、
大
人
で
も
使
わ
な
い
こ
と
は
な
い
。
若
者
が
「
ズ
ボ
ン
」
と
言
い
、
逆
に
年
寄
り
が
同
じ
物
を
「
パ
ン
ツ
」
と
言
っ

て
も
、
周
囲
が
お
や
っ
と
思
う
だ
け
で
、⑷
別
に
誤
用
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
性
別
に
お
い
て
も
年
齢
そ
の
他
に
つ
い
て
も
、
こ
と
ば
の

使
用
傾
向
や
連
想
の
強
さ
と
い
う
も
の
に
は
少
し
ず
つ
差
が
あ
り
、
全
体
と
し
て
大
き
な
幅
に
広
が
っ
て
い
る
。

　

Ｄ

、
そ
の
違
い
が
必
須
条
件
で
あ
れ
ば
「
意
味
」
の
問
題
だ
が
、
傾
向
と
い
う
段
階
に
と
ど
ま
る
間
は
「
語
感
」
の
問
題
に
入
る
。

し
か
し
、
意
味
・
用
法
の
細
か
な
部
分
は
語
感
と
連
続
的
で
あ
り
、
現
実
に
は
明
確
な
区
別
の
む
ず
か
し
い
例
も
多
い
。「
語
感
」
に
そ
う

い
う
「
意
味
」
の
微
妙
な
問
題
を
含
め
て
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
」
と
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。

　

周
辺
的
意
味
と
し
て
一
括
さ
れ
る
、
語
の
感
じ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
性
質
の
も
の
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
代
表
は
改
ま
り
の
程
度
と
い
う
〈
文

体
的
レ
ベ
ル
〉
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、「
石
」「
顔
」「
線
」「
使
う
」「
人
間
」「
母
親
」「
丸
い
」「
雪
」「
礼
儀
」「
若
い
」
と
い
っ
た
多
く

の
〈
日
常
語
〉
を
ベ
ー
ス
と
し
、
よ
り
改
ま
っ
た
も
の
と
し
て
「
麗
し
い
」「
仮
眠
」「
肢
体
」「
嘆
ず
る
」「
伸
び
や
か
」「
白
日
」
と
い
っ



（国語―4）２日

た
〈
文
章
語
〉、
よ
り
く
だ
け
た
も
の
と
し
て
「
あ
っ
け
ら
か
ん
」「
う
ろ
ち
ょ
ろ
」「
ち
っ
ぽ
け
」「
ち
ょ
っ
ぴ
り
」「
ひ
ん
曲
げ
る
」「
へ
ん

て
こ
」「
み
ょ
う
ち
き
り
ん
」
と
い
っ
た
〈
俗
語
〉
を
位
置
づ
け
る
三
段
階
が
一
般
的
だ
。

　
〈
文
章
語
〉
の
最
上
部
の
う
ち
、「
馬
」
に
対
す
る
「
駒
」、「
鶴
」
に
対
す
る
「
田た

鶴づ

」
の
ほ
か
、「
い
に
し
え
」「
う
た
か
た
」「
さ
す
ら
い
」

「
た
お
や
か
」「
ま
ど
か
」「
夕
ま
ぐ
れ
」
と
い
っ
た
優
美
な
和
語
の
一
群
を
〈
雅
語
〉
と
し
て
独
立
さ
せ
、
さ
ら
に
〈
日
常
語
〉
と
〈
俗
語
〉

と
の
間
に
「
あ
ぶ
れ
る
」「
あ
べ
こ
べ
」「
お
ん
な
じ
」「
し
く
じ
る
」「
せ
し
め
る
」「
ち
ょ
こ
ま
か
」「
て
ん
で
」
と
い
っ
た
〈
口
頭
語
〉
を

立
て
て
計
五
段
階
を
設
け
る
こ
と
も
あ
る
。

　

改
ま
り
を
問
題
に
す
る
こ
の
〈
文
体
的
意
味
〉
と
は
別
に
、
同
じ
雅
語
的
な
レ
ベ
ル
で
も
「
あ
か
つ
き
」「
し
の
の
め
」
と
い
っ
た
和
語

系
統
と
「
払ふ
つ
ぎ
ょ
う暁

」「
黎れ
い
め
い明

」
と
い
っ
た
漢
語
系
統
と
で
は
硬
さ
が
違
う
、
と
い
っ
た
〈
語
の
感
触
〉
も
あ
る
。「
駅
」
と
「
停
車
場
」、「
牢
屋
」

「
監
獄
」「
刑
務
所
」、「
ビ
フ
テ
キ
」
と
「
ス
テ
ー
キ
」、「
現
金
」
と
「
キ
ャ
ッ
シ
ュ
」
な
ど
の
違
い
に
見
ら
れ
る
〈
時
代
性
〉
も
あ
る
。

　

ま
た
、
そ
の
語
の
好
感
度
に
着
目
し
、
好
き
嫌
い
の
感
情
や
、
そ
の
語
か
ら
の
連
想
が
い
い
と
か
悪
い
と
か
と
い
う
あ
た
り
を
含
む
〈
感

情
的
意
味
〉
を
と
り
あ
げ
る
こ
と
も
多
い
。
そ
の
ほ
か
、「
桜
」
と
い
う
語
か
ら⒠
イ
サ
ギ
ヨ
さ
、「
菊
」
と
い
う
語
か
ら
皇
室
を
連
想
し
、「
ヒ

ロ
シ
マ
」と
い
う
表
記
が
原
爆
の
忌
ま
わ
し
い
記
憶
を
呼
び
覚
ま
す
よ
う
な〈
文
化
的
意
味
〉な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
が
、

い
ま
だ
そ
の
全
体
像
の
詳
細
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

Ｅ

や
っ
か
い
な
問
題
は
、
あ
る
単
語
に
ま
つ
わ
る
語
感
は
つ
ね
に
一
つ
だ
け
と
は
限
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、「
払
暁
」

と
い
う
こ
と
ば
は
、
表
現
主
体
と
し
て
高
年
齢
の
人
間
を
推
測
さ
せ
る
と
と
も
に
、
い
か
に
も
漢
語
的
で
硬
く
、
文
章
語
レ
ベ
ル
で
あ
る
と

同
時
に
、
古
風
で
や
や
優
雅
で
も
あ
り
、
時
に
は
あ
る
種
の
気
ど
り
も
感
じ
さ
せ
る
、
と
い
う
ふ
う
に
、
一
つ
の
単
語
に
複
数
の
語
感
要
素

が
働
く
ケ
ー
ス
は
現
実
に⑸
け
っ
し
て
少
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
い
く
つ
か
の
語
感
を
あ
わ
せ
持
っ
て
い
る
の
が
む
し
ろ
自
然
な
姿
な
の
か

も
し
れ
な
い
。

（
中
村
明
『
語
感
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
―
日
本
語
の
セ
ン
ス
を
み
が
く
55
題
』
に
よ
る
）



（国語―5）２日

問
１　

傍
線
部
⒜
〜
⒠
の
片
仮
名
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。

問
２　

空
欄

Ａ

〜

Ｅ

に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
次
の
ア
〜
キ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
、
同
一
の
記

号
は
一
度
し
か
使
え
な
い
も
の
と
す
る
。

ア　

な
ぜ
か　
　
　

イ　

さ
ら
に　
　
　

ウ　

そ
れ
で
は　
　
　

エ　

し
か
し

オ　

つ
ま
り　
　
　

カ　

た
と
え
ば　
　

キ　

な
る
ほ
ど

問
３　

空
欄

Ｘ

・

Ｙ

に
入
る
適
当
な
語
句
を
本
文
中
よ
り
漢
字
二
字
で
抜
き
出
し
、
答
え
な
さ
い
。

問
４　

傍
線
部
⑴
「
必
ず
し
も
こ
の
定
義
ど
お
り
に
使
わ
れ
る
」、
⑸
「
け
っ
し
て
少
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
に
呼
応
関
係
が
不
適

切
な
箇
所
が
あ
る
。
適
切
な
表
現
に
変
え
、
記
し
な
さ
い
。

問
５　

傍
線
部
⑵
「
医
者
一
般
を
さ
す
わ
け
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
な
る
箇
所
を
本
文
中
よ
り
二
十
字
以
上
二
十
五
字
以
下

で
抜
き
出
し
、「
〜
が
あ
る
か
ら
」
に
続
く
よ
う
に
答
え
な
さ
い
。

問
６　

傍
線
部
⑶
「
井
原
西
鶴
」
と
同
時
代
の
作
者
に
よ
る
作
品
を
次
の
ア
〜
ク
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

源
氏
物
語　
　
　

イ　

平
家
物
語　
　
　

ウ　

万
葉
集　
　
　

エ　

羅
生
門

オ　

土
佐
日
記　
　
　

カ　

奥
の
細
道　
　
　

キ　

枕
草
子　
　
　

ク　

風
姿
花
伝



（国語―6）２日

問
７　

傍
線
部
⑷
「
別
に
誤
用
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
、
そ
の
よ
う
に
言
え
る
の
か
、
そ
の
理
由
を
本
文
中
の
言
葉
を

用
い
、
答
え
な
さ
い
。
二
十
字
〜
三
十
字
で
記
す
こ
と
。



（国語―7）２日

〔二〕　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

　
「
オ
タ
ク
」
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
い
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ひ
と
こ
と
で
言
え
ば
、
コ
ミ
ッ
ク
、
ア
ニ
メ
、
ゲ
ー
ム
、
パ
ー
ソ

ナ
ル
・
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
、
Ｓ
Ｆ
、
特
撮
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
そ
の
ほ
か
、
た
が
い
に
深
く
結
び
つ
い
た
一
群
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に⒜
耽
溺
す
る

人
々
の
総
称
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
一
群
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
を
「
オ
タ
ク
系
文
化
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　

コ
ミ
ッ
ク
や
ア
ニ
メ
に
代
表
さ
れ
る
オ
タ
ク
系
文
化
は
、
い
ま
だ
に
若
者
文
化
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
し
か
し
実
際
に

は
、
そ
の
消
費
者
の
中
心
は
一
九
五
〇
年
代
後
半
か
ら
六
〇
年
代
前
半
に
か
け
て
生
ま
れ
た
世
代
で
あ
り
、
社
会
的
に
責
任
あ
る
地
位
に
つ

い
て
い
る
三
〇
代
、
四
〇
代
の
大
人
た
ち
で
あ
る
。
彼
ら
は
も
は
や
モ
ラ
ト
リ
ア
ム
を
楽
し
む
若
者
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
オ
タ
ク
系
文

化
は
い
ま
や
日
本
社
会
の
な
か
に
し
っ
か
り
と
根
を
下
ろ
し
て
い
る
。

　

ま
た
、
オ
タ
ク
系
文
化
は
Ｊ
ポ
ッ
プ
の
よ
う
な
国
民
的
広
が
り
を
も
つ
文
化
で
は
な
い
が
、
決
し
て
マ
イ
ナ
ー
な
文
化
で
も
な
い
。
同
人

誌
市
場
の
規
模
や
専
門
誌
の
販
売
部
数
、
ネ
ッ
ト
上
の
検
索
エ
ン
ジ
ン
へ
の
登
録
数
な
ど
か
ら
推
測
す
る
に
、
オ
タ
ク
系
の
消
費
者
は
、
二

次
創
作
を
売
買
し
た
り
、
コ
ス
プ
レ
を
し
た
り
と
い
っ
た
き
わ
め
て
活
動
的
な
層
に
限
っ
て
も
、
数
十
万
の
規
模
を
下
る
こ
と
は
な
い
と
思

わ
れ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
付
け
加
え
れ
ば
、
オ
タ
ク
系
文
化
は
も
は
や
日
本
だ
け
の
現
象
で
も
な
い
。
オ
タ
ク
た
ち
が
作
り
上
げ
た
コ
ミ
ッ

ク
や
ア
ニ
メ
、
ゲ
ー
ム
な
ど
の
独
特
の
世
界
は
、
一
般
紙
で
も
た
び
た
び
報
道
さ
れ
る
よ
う
に
、
韓
国
や
台
湾
を
始
め
、
ア
ジ
ア
地
域
の
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
に
深
い
影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

最
後
に
も
う
ひ
と
つ
加
え
れ
ば
、
い
ま
だ
パ
ソ
コ
ン
通
信
し
か
な
か
っ
た
八
〇
年
代
に
始
ま
り
、
現
在
ま
で
、
日
本
の
ネ
ッ
ト
文
化
の
基

礎
は
オ
タ
ク
た
ち
に
よ
っ
て
築
か
れ
て
い
る
。
オ
タ
ク
系
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
や
掲
示
板
が
多
い
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
の
Ｆ
Ｔ

Ｐ
サ
イ
ト
名
に
ア
ニ
メ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
名
前
が
あ
て
ら
れ
て
い
た
り
、
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
や
表
計
算
ソ
フ
ト
の
解
説
書
の
例
文
に
何
気
な

く
ノ
ベ
ル
ゲ
ー
ム
の
一
節
が
紛
れ
込
ん
で
い
た
り
と
、
そ
の⒝
痕
跡
は
陰
に
陽
に
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
確
認
で
き
る
。



（国語―8）２日

　

し
た
が
っ
て
、⑴
い
ま
、
日
本
文
化
の
現
状
に
つ
い
て
ま
じ
め
に
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
オ
タ
ク
系
文
化
の
検
討
は
避
け
て
通
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

　

オ
タ
ク
系
文
化
の
特
徴
に
つ
い
て
は
、
い
ま
ま
で
日
本
の
伝
統
文
化
と
の
比
較
で
語
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
た
と
え
ば
批
評
家
の
大

塚
英
志
は
、
八
九
年
に
出
版
さ
れ
た
『
物
語
消
費
論
』
で
、
八
〇
年
代
に
急
増
し
た
二
次
創
作
の
存
在
意
義
を
、
歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
で

用
い
ら
れ
る
「
世
界
」
や
「⒞
趣
向
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
分
析
し
て
い
る
。
こ
の
議
論
は
岡
田
斗
司
夫
の
『
オ
タ
ク
学
入
門
』
に
暗
に
取

り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
岡
田
は
そ
こ
で
は
、
オ
タ
ク
た
ち
は
作
品
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
よ
り
も
む
し
ろ
「
趣
向
」
を
読
み
解
く
こ
と
に
重
点
を
置

き
、
そ
の
セ
ン
ス
は
江
戸
時
代
の
「
粋
」
と
直
結
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
。『
オ
タ
ク
学
入
門
』
の
最
後
の
章
は
、「
オ
タ
ク
は
日
本
文

化
の
正
統
継
承
者
で
あ
る
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
指
摘
は
お
も
に
オ
タ
ク
た
ち
の
消
費
行
動
に
注
目
し
て
な
さ
れ
て
い
る
が
、
よ
り
内
容
に
即
し
て
も
、
オ
タ
ク
系
文
化
と
伝
統

文
化
の
連
続
性
は
随
所
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
も
っ
と
も
有
名
な
も
の
は
、
お
そ
ら
く
現
代
美
術
家
の
村
上
隆
の
主
張
だ
ろ

う
。
彼
に
よ
れ
ば
、
七
〇
年
代
に
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
の
金
田
伊
功
が
達
成
し
た
独
特
の
画
面
構
成
は
、
狩
野
山
雪
や
曾
我
蕭
白
ら
の
「
奇
想
」

に
連
な
り
、
ま
た
、
九
〇
年
代
に
原
型
師
の
ボ
ー
メ
や
谷
明
が
先
導
し
た
フ
ィ
ギ
ュ
ア
造
形
の
進
化
は
、
仏
像
彫
刻
の
歴
史
を
反
復
し
て
い

る
。

　

こ
の
よ
う
な
論
客
た
ち
の
議
論
を

Ｘ

と
し
て
も
、
オ
タ
ク
系
作
品
が
も
つ
日
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
へ
の
親
和
性
は
だ
れ
で
も
簡
単
に

見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
八
〇
年
代
の
初
め
に
カ
ル
ト
的
な
支
持
を
集
め
て
い
た
高
橋
留
美
子
の
コ
ミ
ッ
ク
『
う
る
星
や
つ

ら
』
は
、
民
俗
学
的
な
ア
イ
テ
ム
と
Ｓ
Ｆ
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が⒟
混
淆
し
た
、
独
特
の
作
品
世
界
で
知
ら
れ
て
い
る
。
鬼
や
雪
女
や
弁
財
天
を
モ

チ
ー
フ
と
し
た
宇
宙
人
＝
異
人
た
ち
が
、
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
衣
装
を
纏
っ
て
は
次
々
と
現
れ
て
事
件
を
起
こ
し
て
い
く
こ
の
ド
タ
バ
タ
・
コ

メ
デ
ィ
は
、
オ
タ
ク
の
幻
想
が⑵
日
本
的
な
意
匠
に
囲
ま
れ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

　

日
本
的
な
イ
メ
ー
ジ
に
向
け
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
愛
着
は
、
ア
ニ
メ
や
ゲ
ー
ム
が
世
界
的
に
受
容
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
現
在
で
も
、
い



（国語―9）２日

ま
だ
オ
タ
ク
系
文
化
を
広
く
深
く
規
定
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
い
ま
で
は
、
そ
の
愛
着
こ
そ
が
オ
タ
ク
の
条
件
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
る
と
言
え
る
。

　

た
と
え
ば
九
六
年
に
佐
藤
竜
雄
が
作
っ
た
Ｔ
Ｖ
ア
ニ
メ
『
機
動
戦
艦
ナ
デ
シ
コ
』
は
、
オ
タ
ク
系
文
化
と
日
本
的
イ
メ
ー
ジ
と
の
以
上
の

よ
う
な
込
み
入
っ
た
関
係
を
意
識
的
に
相
対
化
し
、
さ
ら
に
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
的
な
ト
リ
ッ
ク
を
仕
掛
け
た
秀
作
で
あ
る
。
こ
の
作
品
の

主
人
公
は
ア
ニ
メ
オ
タ
ク
で
あ
り
、
同
時
に
、
戦
闘
ロ
ボ
ッ
ト
に
乗
る
戦
士
で
も
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
設
定
は
、
当
初
、
ロ
ボ
ッ
ト
も
の
の

ヒ
ー
ロ
ー
ア
ニ
メ
に
憧
れ
る
主
人
公
が
、
ま
さ
に
ア
ニ
メ
の
よ
う
に
ヒ
ー
ロ
ー
と
し
て
ロ
ボ
ッ
ト
に
乗
る
と
い
う
幸
福
な
サ
イ
ク
ル
で
結
ば

れ
て
い
る
。
し
か
し
物
語
の
途
中
、
じ
つ
は
主
人
公
た
ち
の
「
敵
」
と
は
、
主
人
公
自
身
が
憧
れ
て
い
た
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ニ
メ
を
国
家⒠
綱
領
の

軸
と
し
て
採
用
し
た
、
日
本
人
ば
か
り
で
作
ら
れ
た
軍
事
国
家
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
物
語
の
後
半
の
主
人
公

は
、
ヒ
ー
ロ
ー
ア
ニ
メ
に
素
朴
に
同
一
化
し
て
い
た
か
つ
て
の
自
分
、
オ
タ
ク
だ
っ
た
自
分
を
自
己
批
判
し
つ
つ
、
同
類
の
オ
タ
ク
が
勘
違

い
し
て
作
り
上
げ
た
軍
事
国
家
と
戦
う
羽
目
に
陥
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
の
作
品
で
は
、
七
〇
年
代
の
ロ
ボ
ッ
ト
ア
ニ
メ
や
ヒ
ー
ロ
ー
ア
ニ

メ
が
抱
え
て
い
た
右
翼
的
な
精
神
性
と
同
時
に
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
ア
ニ
メ
を
介
し
て
し
か
生
き
る
目
的
を
学
べ
な
か
っ
た
オ
タ
ク
た
ち

の
あ
り
方
が
、
と
も
に

Ｙ

に
抉
り
出
さ
れ
て
い
る
。

　

オ
タ
ク
系
文
化
は
こ
の
よ
う
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
面
で
日
本
の
問
題
と
関
係
し
て
い
る
。
オ
タ
ク
系
の
作
品
は
、
日
本
を
主
題
と
す
る
こ
と

が
多
く
、
日
本
的
な
表
現
を
多
用
し
、
い
か
に
も
日
本
的
に
消
費
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て⑶
従
来
の
議
論
で
は
、
肯
定
的
に
で
あ
れ
否

定
的
に
で
あ
れ
、
オ
タ
ク
系
文
化
が
日
本
独
自
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
あ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
き
た
。

　

し
か
し
実
際
に
は
、
オ
タ
ク
系
文
化
の
影
響
は
い
ま
や
広
く
国
外
に
及
ん
で
い
る
。『
カ
ー
ド
キ
ャ
プ
タ
ー
さ
く
ら
』
の
翻
訳
版
が
パ
リ

の
本
屋
に
積
ま
れ
、
香
港
人
が
作
っ
た
綾
波
レ
イ
の
改
造
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
ネ
ッ
ト
オ
ー
ク
シ
ョ
ン
で
高
値
を
付
け
て
い
る
い
ま
、
オ
タ
ク
的

な
感
性
が
日
本
独
自
の
も
の
だ
と
い
う
主
張
は
、
も
は
や
以
前
ほ
ど
の
説
得
力
を
も
た
な
く
な
っ
て
い
る
。
オ
タ
ク
系
文
化
の
展
開
を
、
日

本
国
内
で
の
通
史
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
界
的
な
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
化
の
流
れ
の
な
か
で
理
解
し
て
み
よ
う
、
と
い
う
本
稿
の
企



（国語―10）２日

図
は
、
そ
の
よ
う
な
状
況
認
識
の
も
と
で
抱
か
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
決
し
て
、
オ
タ
ク
系
文
化
の
出
現
が
日
本
独
自
の
現
象
だ
と
考
え
て

い
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
二
〇
世
紀
半
ば
に
始
ま
っ
た
文
化
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
化
と
い
う
大
き
な
流
れ
の
、
日
本
に
お
け
る
支
流
の
ひ
と

つ
だ
と
捉
え
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
オ
タ
ク
た
ち
の
作
品
は
国
境
を
越
え
て
支
持
さ
れ
て
い
る
の
だ
。

（
東
浩
紀
『
動
物
化
す
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
』
に
よ
る
）

問
１　

傍
線
部
⒜
〜
⒠
の
漢
字
の
読
み
を
平
仮
名
で
答
え
な
さ
い
。

問
２　

空
欄

Ｘ

に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

煙
に
巻
い
た　
　
　

イ　

意
に
介
し
た　
　
　

ウ　

横
に
置
い
た

エ　

大
上
段
に
構
え
た　

オ　

長
い
目
で
見
た

問
３　

空
欄

Ｙ

に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
次
の
ア
〜
オ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

戯
画
的　
　
　

イ　

神
秘
的　
　
　

ウ　

退
廃
的　
　
　

エ　

観
念
的　
　
　

オ　

否
定
的

問
４　

傍
線
部
⑴
「
い
ま
、
日
本
文
化
の
現
状
に
つ
い
て
ま
じ
め
に
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
オ
タ
ク
系
文
化
の
検
討
は
避
け
て
通
る
こ

と
が
で
き
な
い
」
理
由
に
つ
い
て
、
筆
者
は
四
つ
挙
げ
て
い
る
。
筆
者
が
考
え
る
理
由
の
前
か
ら
一
つ
め
と
三
つ
め
を
本
文
中
よ
り
十

字
以
上
二
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
、「
オ
タ
ク
系
文
化
は
」
で
始
ま
り
、「
か
ら
」
で
終
わ
る
形
式
で
答
え
な
さ
い
。



（国語―11）２日

問
５　

傍
線
部
⑵
「
日
本
的
な
意
匠
」
の
指
す
具
体
的
な
内
容
を
本
文
中
よ
り
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
、
答
え
な
さ
い
。

問
６　

傍
線
部
⑶
「
従
来
の
議
論
で
は
、
肯
定
的
に
で
あ
れ
否
定
的
に
で
あ
れ
、
オ
タ
ク
系
文
化
が
日
本
独
自
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
で
あ
る

こ
と
が
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
て
き
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
文
を
、
本
文
中
よ
り
六
十
五

字
程
度
で
抜
き
出
し
、
始
め
の
五
字
を
答
え
な
さ
い
。


