
び
わ
こ
学
院
大
学
短
期
大
学
部 

令
和
六
年
度 

学
校
推
薦
型
選
抜
（
公
募
推
薦
）「
教
養
問
題
」 

（
注
）
設
問
で
指
示
し
た
字
数
に
は
句
読
点
等
も
含
み
ま
す
。 

 

一 

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

 
 
 
 

＊
一
部
改
行
箇
所
等
を
改
め
て
い
ま
す
。 

 

あ
る
学
生
が
報
告
し
て
く
れ
た
話
。
中
学
の
卒
業
式
で
、
お
母
さ
ん
が
、
友
だ
ち
の
お
母
さ
ん
の
着
物
を
ほ
め
た
そ
う
で
す
。
い
わ
く
―
―
「
い
ざ
と

い
う
と
き
は、
き
れ
い
で
す
ね
」。
こ
れ
を
聞
い
て
、
相
手
の
お
母
さ
ん
が
（
１
）
怒
る
ま
い
こ
と
か
。
ま
あ
、
当
然
で
し
ょ
う
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ａ 
 
 
 
 
 
 
 

、
と
受
け
取
ら
れ
た
の
で
す
。
よ
く
あ
る
誤
解
と
言
え
ば
そ
れ
ま
で
で
す
が
、
こ
の
よ
う
な
行
き
違
い
は
、

助
詞
の
持
つ
ニ
ュ
ア
ン
ス
（
感
じ
）
の
重
要
性
を
よ
く
示
し
て
い
ま
す
。
こ
の
例
で
は
、「
い
ざ
と
い
う
と
き
は
」
の
「
は
」
が
、
相
手
の
怒
り
を
招
く
き

っ
か
け
に
な
り
ま
し
た
。「
は
」
は
、「
こ
の
場
合
に
当
て
は
ま
る
が
、
ほ
か
の
場
合
に
当
て
は
ま
ら
な
い
」
と
い
う
感
じ
を
表
す
用
法
が
あ
る
か
ら
で
す
。 

「
僕
は、
大
学
生
で
す
」
な
ど
と
言
う
と
き
の
「
は
」
に
は
、
そ
う
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
は
な
く
、
単
に
「
僕
」
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
し
か

表
し
て
い
ま
せ
ん
。「
ほ
か
の
人
は
違
い
ま
す
け
ど
ね
」
と
い
う
よ
う
な
感
じ
は
（
ふ
つ
う
は
）
あ
り
ま
せ
ん
。
先
ほ
ど
の
お
母
さ
ん
も
、
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
話
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
の
「
は
」
の
つ
も
り
で
、「
い
ざ
と
い
う
と
き
は
き
れ
い
で
す
ね
」
と
言
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
意
図
し
な

い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
生
ん
で
し
ま
っ
た
の
で
す
。 

先
に
見
た
「
お
茶
で
い
い
で
す
」
の
誤
解
も
、
こ
れ
と
似
て
い
ま
す
。「
で
」
は
、
本
来
は
、「
京
都
で
会
議
を
す
る
」
と
か
「
富
士
山
五
合
目
で
落
石

が
あ
っ
た
」
と
か
い
う
よ
う
に
、
場
所
な
ど
の
事
実
関
係
を
客
観
的
に
示
す
助
詞
で
す
。
と
こ
ろ
が
、「
お
茶
で
い
い
で
す
」
と
い
う
ふ
う
に
使
う
と
、「
ま

あ
こ
の
へ
ん
で
（
Ａ
）
ダ
キ
ョ
ウ
し
て
お
こ
う
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
現
れ
て
、
誤
解
の
も
と
に
な
る
の
で
す
。 

（ 
 

Ⅰ 
 

）、
助
詞
に
は
、
事
実
関
係
を
客
観
的
に
表
す
場
合
と
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
す
場
合
と
が
あ
り
ま
す
。「
が
」「
を
」「
に
」
な
ど
の
格
助

詞
は
、
だ
い
た
い
（
Ｂ
）
ゼ
ン
シ
ャ
の
用
法
で
用
い
ら
れ
ま
す
。「
で
」
も
格
助
詞
で
す
が
、
今
見
た
よ
う
に
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
す
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

「
は
」
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
す
場
合
が
さ
ら
に
多
く
な
り
ま
す
。 

ニ
ュ
ア
ン
ス
を
表
す
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
か
は
、
グ
ラ
ス
に
半
分
入
っ
て
い
る
酒
を
見
て
、
せ
り
ふ
を
つ
ぶ
や
い
て
み
る
と
分
か
り
ま
す
。

い
ろ
い
ろ
な
助
詞
を
使
っ
て
表
現
で
き
ま
す
。 

 

ａ
「
グ
ラ
ス
に
酒
が
半
分
は
あ
る
」 

（ 
 
  

① 
 
 
 

） 
 

ｂ
「
グ
ラ
ス
に
酒
が
半
分
も
あ
る
」 

（ 
 

  

② 
 
 
 

） 

ｃ
「
グ
ラ
ス
に
酒
が
半
分
し
か
な
い
」（ 

 
 

③ 
 
 
 

） 
 

ｄ
「
グ
ラ
ス
に
酒
が
半
分
だ
け
あ
る
」（ 

 

こ
れ
っ
き
り
だ  

） 

 

事
実
と
し
て
は
、「
グ
ラ
ス
に
酒
が
半
分
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
ま
っ
た
く
変
わ
り
な
い
の
に
、
ａ
か
ら
ｄ
の
文
が
与
え
る
印
象
は
そ
れ
ぞ
れ
（
Ｃ
）
ビ

ミ
ョ
ウ
に
違
い
ま
す
。
よ
く
、
ｂ
の
「
半
分
も
あ
る
」
は
楽
観
主
義
者
の
見
方
で
、
ｃ
の
「
半
分
し
か
な
い
」
は
悲
観
主
義
者
の
見
方
だ
、
な
ど
と
言
わ

れ
ま
す
。
そ
う
し
た
見
方
や
感
じ
か
た
の
違
い
、
つ
ま
り
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
を
表
し
て
い
る
の
は
、
助
詞
の
部
分
で
す
。 

事
実
そ
の
も
の
は
変
え
ず
、
事
実
の
見
方
や
感
じ
か
た
を
表
現
す
る
助
詞
の
こ
と
を
「
副
助
詞
」（
副
詞
で
は
な
い
）
と
言
い
ま
す
。「
副
」
は
「
意
味

を
副そ

え
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
。
副
助
詞
に
は
、「
は
」「
も
」「
し
か
」「
だ
け
」
の
ほ
か
、「
さ
え
」「
す
ら
」「
ば
か
り
」「
ほ
ど
」「
く
ら
い
」「
ま
で
」

「
で
も
」
な
ど
の
種
類
が
あ
り
ま
す
。 

落
語
の
中
に
も
、
副
助
詞
が
誤
解
の
元
に
な
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
。 

大
工
の
与
太
郎
が
家
賃
を
溜た

め
込
ん
だ
た
め
に
、
大
家
に
道
具
箱
を
取
ら
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
話
を
聞
い
た
棟
梁
（

と
う
り
ょ
う

落
語
で
は
「
と
う
り
ゅ
う
」）
が
大

家
の
所
に
行
き
、
何
度
も
て
い
ね
い
に
わ
び
て
、
家
賃
の
ほ
と
ん
ど
を
払
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
８
０
０
文も

ん

だ
け
足
り
ま
せ
ん
。
棟
梁
は
次
の
よ
う
に
頼

み
込
み
ま
す
。 

 
 
 

そ
こ
ん
と
こ
ろ
は
、
あ
っ
し
に
免
じ
て
ひ
と
つ
勘
弁
し
て
い
た
だ
い
て
、
で
…
…
ま
あ
、
あ
と
ァ
た
か
が
八
百
の
事こ

っ

て
ご
ざ
ん
す
か
ら
、
ま
あ
つ 

い
で
で
も
あ
り
ま
し
た
ら
お
宅
へ
届
け
る
っ
て
こ
と
に
し
て
、
今
日
の
と
こ
ろ
は
、
大
家
さ
ん
ひ
と
つ
、
道
具
箱
を
渡
し
て
お
も
ら
い
申
し
て
え
ん 

で
、
へ
え
。 

（
三
遊
亭
小
遊
三

こ

ゆ

う

ざ

「
大
工
調
べ
」
＝
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
「
日
本
の
話
芸
」
２
０
０
８
年
６
月
10
日
放
送
） 

 

（ 
 

Ⅱ 
 

）
、
こ
の
大
家
と
き
た
ら
、
根
っ
か
ら
の
け
ち
ん
坊
で
、
８
０
０
文
は
自
分
に
と
っ
て
大
金
だ
と
言
い
張
り
ま
す
。
さ
ら
に
、
こ
う
つ

け
加
え
ま
す
。 

  
 

な
ん
だ
い
そ
の
、「
つ
い
で
で
も
あ
っ
た
ら
お
宅
へ
届
け
る
」
て
え
な
あ
。
じ
ゃ
あ
何
か
い
棟
梁
。

と
う
り
ゅ
う

そ
の
「
つ
い
で
で
も
」
て
え
「
で
も
」
が
な
い 

と
き
ゃ
あ
、八
百
は
そ
れ
き
り
に
な
っ
ち
ま
う
っ
て
え
の
か
い
。 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
同
） 

 

ほ
と
ん
ど
言
い
が
か
り
で
す
。
こ
ん
な
ふ
う
に
言
わ
れ
続
け
た
棟
梁
は
つ
い
に
頭
に
来
て
、
大
悪
態
を
つ
き
、
つ
い
に
は
（
Ｄ
）
サ
イ
バ
ン
に
―
―
と

い
う
展
開
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
れ
は
後
の
話
で
す
。
こ
こ
で
は
、「
で
も
」
が
行
き
違
い
を
生
ん
だ
こ
と
に
注
目
し
て
く
だ
さ
い
。 

「
で
も
」
は
、
先
に
挙
げ
た
と
お
り
、
副
助
詞
の
ひ
と
つ
で
す
。
は
っ
き
り
決
め
る
の
で
な
く
、
軽
く
例
と
し
て
示
す
感
じ
を
表
し
ま
す
。「
テ
レ
ビ
を
見

る
」
は
客
観
的
事
実
で
す
が
、「
テ
レ
ビ
で
も
見
よ
う
か
」
と
な
る
と
、
ほ
か
に
暇
つ
ぶ
し
の
方
法
が
あ
れ
ば
そ
れ
で
も
い
い
、
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
出

ま
す
。
「
コ
ー
ヒ
ー
で
も
飲
も
う
か
」
な
ら
、
べ
つ
に
紅
茶
で
も
い
い
の
で
す
。
棟
梁
が
「
つ
い
で
で
も
あ
り
ま
し
た
ら
…
…
」
と
言
っ
た
の
は
、「
つ
い



で
の
時
に
」
ぐ
ら
い
の
意
味
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
が
、
意
地
悪
く
取
れ
ば
、「
た
と
え
ば
、
つ
い
で
が
あ
っ
た
よ
う
な
場
合
に
届
け
ま
す
」
と
、
一
例
を
示

し
た
だ
け
だ
と
も
言
え
ま
す
。「
つ
い
で
の
時
に
必
ず
持
っ
て
ま
い
り
ま
す
」
と
約
束
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、（
２
）
大
家
は
誤
解
し

た
と
い
う
よ
り
、
こ
と
さ
ら
ひ
ね
く
れ
た
解
釈
を
し
た
の
で
す
。
で
も
、
次
の
よ
う
な
行
き
違
い
な
ら
、
日
常
的
に
よ
く
経
験
し
ま
す
。 

写
真
家
の
女
性
が
、
自
分
で
撮
っ
た
山
の
写
真
を
持
っ
て
、
な
じ
み
の
喫
茶
店
に
や
っ
て
来
ま
し
た
。
居
合
わ
せ
た
男
性
客
に
ほ
め
ら
れ
て
、
彼
女
は

喜
び
ま
す
。 

  

ア
キ
（
鈴
木
蘭
々

ら
ん
ら
ん

） 

岩
手
山
っ
て
ね
え
、
何
度
撮
っ
て
も
撮
り
飽
き
な
い
ん
で
す
よ
。〔
略
〕 

田
辺
（
温
水

ぬ
く
み
ず

洋
一
） 
そ
れ
は
写
真
を
撮
る
人
の
心
が
表
れ
て
る
か
ら
な
ん
で
す
よ
。〔
略
〕
ま
あ
、
こ
れ
〔
＝
こ
の
写
真
〕
で
も
見
な
が
ら
食
べ
ま 

す
か
…
…
。 

 

ア
キ 

〔
む
っ
と
し
て
〕
こ
れ
で
も
？ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
連
続
テ
レ
ビ
小
説
・
ど
ん
ど
晴
れ
」
２
０
０
７
年
７
月
14
日
放
送
） 

 

（ 
 

Ⅲ 
 

）
写
真
を
ほ
め
た
の
に
、〈
こ
れ
で
も
見
な
が
ら
〉
の
一
言
で
台
な
し
で
す
。「
ほ
か
の
絵
か
何
か
で
も
い
い
ん
だ
け
ど
、
と
り
あ
え
ず

あ
な
た
の
写
真
を
見
な
が
ら
」
と
い
う
感
じ
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
よ
く
な
い
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
含
む
「
で
も
」
で
は
な
く
、
客
観
的
事
実

を
表
す
格
助
詞
「
を
」
を
使
っ
て
、
「
こ
れ
を
見
な
が
ら
食
べ
ま
す
か
」
と
言
え
ば
よ
か
っ
た
の
で
す
。 

副
助
詞
の
中
に
は
、「
し
か
」「
だ
け
」
な
ど
、
程
度
の
意
味
を
副
え
る
も
の
が
い
く
つ
も
あ
り
ま
す
。
ほ
ぼ
同
じ
程
度
を
表
す
場
合
で
も
、
助
詞
を
替

え
る
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。 

海
野
碧あ

お

さ
ん
の
『
水
上
の
パ
ッ
サ
カ
リ
ア
』（
光
文
社
）
は
、
日
本
ミ
ス
テ
リ
ー
文
学
大
賞
新
人
賞
を
受
け
た
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
す
。
こ
の
小
説
が
（
Ｅ
）

カ
ン
コ
ウ
さ
れ
た
時
、
新
聞
広
告
に
、
北
村
薫
さ
ん
の
推
薦
文
（
新
人
賞
の
選
評
）
が
載
り
ま
し
た
。 

 

読
後
、
思
わ
ず
、「
パ
ッ
サ
カ
リ
ア
」
の
Ｃ
Ｄ
を
探
し
、
か
け
て
し
ま
っ
た
。
要
す
る
に
、
そ
う
さ
せ
る
だ
け
の
作
品
で
あ
っ
た
。 

（『
毎
日
新
聞
』
２
０
０
７
年
４
月
14
日 

３
面
） 

 

パ
ッ
サ
カ
リ
ア
と
い
う
の
は
、〈
ス
ペ
イ
ン
起
源
と
考
え
ら
れ
る
、
三
拍
子
の
ゆ
る
や
か
な
民
族
舞
曲
〉（『
三
省
堂
国
語
辞
典
』
第
６
版
）
で
す
。
小
説

の
モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
舞
曲
は
い
っ
た
い
ど
ん
な
も
の
か
、
北
村
さ
ん
は
確
か
め
た
く
な
っ
た
と
言
う
の
で
す
。
と
こ
ろ
が
、（
３
）〈
そ
う
さ
せ
る
だ
け

の
作
品
〉
と
い
う
表
現
は
、
誤
解
を
生
み
そ
う
で
す
。 

（ 

飯
間
浩
明
『
こ
と
ば
か
ら
誤
解
が
生
ま
れ
る
』
中
公
新
書
ラ
ク
レ 

） 

  

問
一 

傍
線
部
（
Ａ
）
～
（
Ｅ
）
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。 

  
 

（
Ａ
）
ダ
キ
ョ
ウ 

 
 

（
Ｂ
）
ゼ
ン
シ
ャ 

 
 

（
Ｃ
）
ビ
ミ
ョ
ウ 

 
 

（
Ｄ
）
サ
イ
バ
ン 

 
 

（
Ｅ
）
カ
ン
コ
ウ 

 問
二 

（ 
 
 

）
Ⅰ
、
Ⅱ
、
Ⅲ
に
最
も
適
す
る
語
を
次
よ
り
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

Ⅰ
、
（ 

ア
、
そ
こ
で 

 
 
 

イ
、
だ
か
ら 

 
 
 

ウ
、
つ
ま
り 
 
 
 

エ
、
そ
し
て 

 

） 

 
 
 

Ⅱ
、
（ 

ア
、
と
こ
ろ
が 

 
 

イ
、
そ
も
そ
も 

 
 

ウ
、
も
っ
と
も 

 
 

エ
、
と
こ
ろ
で 

） 

 
 
 

Ⅲ
、
（ 

ア
、
も
と
も
と 

 
 

イ
、
な
る
ほ
ど 

 
 

ウ
、
も
ち
ろ
ん 

 
 

エ
、
せ
っ
か
く 

） 

 問
三 

文
中
の
ａ
～
ｄ
に
使
わ
れ
て
い
る
副
助
詞
（
傍
線
の
部
分
）
が
表
し
て
い
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
違
い
に
つ
い
て
、（ 

 
 

）
①
・
②
・
③
そ
れ
ぞ
れ 

に
入
る
適
語
を
次
よ
り
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア
、
少
な
め
だ 

 
 

イ
、
少
な
い
な
あ 

 
 

ウ
、
多
い
な
あ 

 
 

エ
、
多
く
は
な
い 

 
 

オ
、
少
な
く
と
も
半
分
だ 

 問
四 

 

Ａ 

に
適
す
る
、
誤
解
の
内
容
を
考
え
て
答
え
な
さ
い
。 

 問
五 

傍
線
部
（
１
）
「
怒
る
ま
い
こ
と
か
」
の
表
現
法
と
し
て
適
す
る
用
法
を
次
よ
り
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 
 
 

 
 
 

ア
、
断
定 

 
 

イ
、
強
意 

 
 

ウ
、
疑
問 

 
 

エ
、
反
語 

 
 

オ
、
念
押
し 

 
 問

六 

傍
線
部
（
２
）「
大
家
は
誤
解
し
た
と
い
う
よ
り
、
こ
と
さ
ら
ひ
ね
く
れ
た
解
釈
を
し
た
の
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
大
家
は
ど
の
よ
う
な
解
釈
を 

し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 

 
 
 
 
 

問
七 

傍
線
部
（
３
）
「〈
そ
う
さ
せ
る
だ
け
の
作
品
〉
と
い
う
表
現
は
、
誤
解
を
生
み
そ
う
で
す
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
の
よ
う
な
誤
解
を
生
む
恐
れ
が 

あ
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
か
。
簡
潔
に
答
え
な
さ
い
。 



二 

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

 
か
つ
て
の
日
本
の
川
は
ゆ
る
や
か
に
（
Ａ
）
ダ
行
し
て
い
た
。
水
の
流
れ
は
曲
が
り
く
ね
り
な
が
ら
ス
ピ
ー
ド
を
落
と
し
、
と
き
に
河
川
敷
の
草
原
や

林
に
浸
入
し
た
。
私
の
記
憶
の
な
か
に
あ
る
武
蔵
野
の
小
川
も
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
川
の
流
れ
の
ゆ
が
み
や
た
わ
み
が
、
不
均
等
に
流
れ
ゆ
く
川
の

時
間
を
つ
く
り
だ
し
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
ゆ
ら
ぎ
つ
つ
流
れ
る
川
こ
そ
、
日
本
の
農
村
の
川
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。 

い
ま
私
た
ち
は
、昔
か
ら
の
生
活
が
残
っ
て
い
る
社
会
に
行
く
と
、そ
こ
で
は
ま
だ
時
間
が
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
て
い
る
よ
う
な
感
覚
を
い
だ
か
さ
れ
る
。

実
際
都
市
の
時
間
と
村
の
時
間
の
時
間
速
度
の
違
い
は
、
社
会
学
の
テ
ー
マ
の
ひ
と
つ
で
さ
え
あ
っ
た
。 

し
か
し
私
は
、
時
間
速
度
の
遅
さ
に
村
の
時
間
の
特
徴
が
あ
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
村
の
時
間
は
、
と
き
に
荒
々
し
く
、
と
き
に
漂
う
よ
う
に
流
れ

て
い
る
。
均
一
に
流
れ
ゆ
く
直
線
的
な
時
間
が
都
市
を
支
配
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、（
１
）
こ
こ
に
は
ゆ
ら
ぎ
ゆ
く
時
間
が
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ

た
か
。
あ
る
い
は
都
市
で
は
客
観
的
な
時
間
が
人
間
を
管
理
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、村
の
時
間
は
村
人
の
営
み
と
の
関
係
の
な
か
に
つ
く
ら
れ
て
い
た
。 

 

農
民
の
一
年
と
は
、
同
じ
速
度
で
歩
む
時
間
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
は
い
な
い
。
荒
起
こ
し
か
ら
田
植
え
を
終
え
る
ま
で
の
春
、
夏
の
草
取
り
、
秋
の

刈
入
れ
、
そ
ん
な
と
き
時
間
は
、
し
ば
し
ば 
Ａ 

さ
れ
た
歩
み
を
み
せ
る
。
そ
し
て
そ
の
合
間
に
あ
ら
わ
れ
る
漂
う
よ
う
な
時
間
。
季
節
の
な
か
で
時

間
は
絶
え
ず
ゆ
ら
い
で
い
る
。 

一
日
の
な
か
で
も
同
じ
こ
と
だ
。
畑
仕
事
し
て
い
る
と
き
も
、
村
人
た
ち
は
、
凝
縮
さ
れ
た
時
間
と
ま
る
で
惚
け
た
よ
う
な
時
間
を
つ
く
り
だ
す
。
時

間
は
と
き
に
す
ば
や
く
過
ぎ
去
り
、
と
き
に
漂
う
よ
う
に
さ
ま
よ
い
つ
づ
け
る
。
こ
こ
で
は
時
間
は
、
都
市
の
よ
う
に
人
間
た
ち
を
外
か
ら
管
理
し
、
価

値
を
生
み
出
す
客
観
的
な
基
準
で
は
な
く
て
、
村
人
の
暮
ら
し
と
と
も
に
等
身
大
で
存
在
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。 

そ
し
て
こ
の
都
市
の
時
間
と
村
の
時
間
、
あ
る
い
は
近
代
社
会
が
つ
く
り
だ
し
た
時
間
と
伝
統
的
な
時
間
と
の
相
違
が
、
村
落
共
同
体
が
河
川
改
修
の

主
体
に
な
っ
て
い
た
時
代
と
、
近
代
国
家
が
そ
の
主
体
に
な
っ
た
時
代
と
の
、
川
の
流
れ
の
違
い
を
つ
く
り
だ
し
た
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
ゆ
ら
ぎ

ゆ
く
水
の
流
れ
を
川
に
求
め
た
思
想
は
、
そ
の
ま
ま
村
人
た
ち
の
時
間
的
世
界
の
表
現
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。 

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
、
か
つ
て
の
武
蔵
野
の
小
川
も
ま
た
、
農
村
の
川
と
し
て
記
憶
の
な
か
に
甦
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
あ
の
小
川
は
曲

が
り
く
ね
り
な
が
ら
、
田
畑
を
流
れ
、（
Ｂ
）
雑
木
林
の
横
を
、
そ
し
て
丘
陵
の
下
を
流
れ
て
い
た
。
農
民
た
ち
は
そ
の
川
か
ら
わ
ず
か
ば
か
り
の
水
田
に

水
を
引
き
、
夕
暮
れ
に
は
岸
辺
に
野
菜
を
洗
っ
た
。 

そ
の
川
が
消
え
て
い
っ
た
と
き
、
農
村
と
し
て
の
武
蔵
野
も
ま
た
失
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
地
に
新
し
く
移
住
し
て
き
た
市
民
た
ち
が
、
川
に
、

大
地
の
上
で
の
営
み
と
の
結
び
つ
き
を
み
つ
け
だ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
川
は
単
な
る
水
路
で
あ
り
、
と
き
に
排
水
路
で
さ
え
あ
っ
た
。
そ
れ
は
お
そ
ら

く
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
家
庭
で
あ
っ
た
新
住
民
た
ち
は
、
時
計
の
時
間
と
い
う 

Ｂ 

で
、
直
線
的
で
、
客
観
的
な
時
間
に
支
配
さ
れ
て
い
て
、
自
己
の
存

在
と
の
関
係
の
な
か
に
成
立
す
る
農
民
の
時
間
を
み
つ
け
だ
す
こ
と
は
な
か
っ
た
か
、
あ
る
い
は
（
２
）
そ
れ
を
遅
れ
た
も
の
と
み
な
し
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
大
地
や
川
と
と
も
に
つ
く
ら
れ
る
時
間
的
世
界
は
、
そ
れ
を
自
己
の
営
み
の
な
か
に
内
包
し
て
い
る
人
々
だ
け
の
も
の
で
あ
っ
た
。 

（ 

内
山
節
『
時
間
に
つ
い
て
の
十
二
章
』
一
般
社
団
法
人
農
山
漁
村
文
化
協
会 

） 

  

問
一 

傍
線
部
（
Ａ
）
の
カ
タ
カ
ナ
は
漢
字
に
直
し
、（
Ｂ
）
の
漢
字
は
そ
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 
 

（
Ａ
）
ダ
行 

 
 

（
Ｂ
）
雑
木
林 

 問
二 

傍
線
部
（
１
）「
こ
に
は
ゆ
ら
ぎ
ゆ
く
時
間
が
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
に
つ
い
て
、
次
の
各
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

（
ａ
）
「
こ
こ
に
は
」
の
「
こ
こ
」
は
何
を
指
し
て
い
る
の
か
を
答
え
な
さ
い
。 

 

（
ｂ
）
「
ゆ
ら
ぎ
ゆ
く
時
間
」
と
は
ど
う
い
う
時
間
か
。
そ
の
内
容
を
示
し
た
表
現
を
文
中
よ
り
二
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

 問
三 

傍
線
部
（
２
）
「
そ
れ
」
の
指
す
内
容
を
答
え
な
さ
い
。 

 

問
四 

 

Ａ 

・ 

Ｂ 

に
当
て
は
ま
る
二
字
の
言
葉
を
、
そ
れ
ぞ
れ
文
中
よ
り
抜
き
出
し
な
さ
い
。 

 問
五 

筆
者
の
趣
旨
と
一
致
す
る
も
の
を
次
よ
り
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 
 
 

 
 
 

ア
、
都
市
の
時
間
に
対
し
て
、
村
の
時
間
は
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
、
安
ら
ぎ
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
だ
。 

イ
、
村
の
時
間
は
、
客
観
的
な
基
準
で
は
な
く
、
農
耕
な
ど
の
人
々
の
営
み
の
中
で
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

ウ
、
農
民
は
田
植
え
や
草
取
り
な
ど
の
凝
縮
さ
れ
た
歩
み
か
ら
解
放
さ
れ
、
漂
う
よ
う
な
時
間
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

エ
、
今
後
、
伝
統
的
な
時
間
と
近
代
社
会
が
つ
く
り
出
し
た
時
間
が
共
存
で
き
る
社
会
を
つ
く
る
こ
と
が
重
要
だ
。 

オ
、
都
市
の
時
間
と
村
の
時
間
と
の
違
い
を
分
析
す
る
中
で
、
日
々
の
暮
ら
し
の
あ
り
方
を
考
え
る
こ
と
は
必
要
だ
。 

 
 


