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一 

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

  

私
た
ち
研
究
者
は
、
研
究
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
仮
説
と
い
う
も
の
を
立
て
ま
す
。
仮
説
と
は
、
仕 

組
み
の
あ
り
方
で
す
。
〝
こ
の
よ
う
な
〟
仕
組
み
が
存
在
す
る
と
考
え
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
を 

う
ま
く
説
明
で
き
る
。
そ
の
〝
こ
の
よ
う
な
〟
想
定
を
仮
説
と
呼
び
ま
す
。 

 

た
と
え
ば
、
昔
の
人
は
、
精
子
の
内
部
に
小
人
が
足
を
お
り
た
た
ん
だ
〝
体
育
座
り
〟
で
ａ
ヒ
ソ 

ん
で
い
る
と
い
う
仮
説
を
立
て
ま
し
た
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
受
精
と
発
生
と
い
う
現
象
を
う
ま
く
説 

明
で
き
る
。
そ
の
小
人
が
子
宮
で
だ
ん
だ
ん
大
き
く
な
っ
て
ヒ
ト
に
な
る
の
で
す
。
実
際
、
顕
微
鏡
で 

精
子
を
観
察
す
る
と
そ
の
よ
う
な
小
人
が
見
え
た
と
い
う
科
学
者
ま
で
現
れ
ま
し
た
。 

 

仮
説
は
時
と
し
て
、
人
間
の
観
察
眼
を
曇
ら
せ
て
し
ま
い
ま
す
。
曇
ら
せ
る
ば
か
り
で
は
な
く
あ 

る
方
向
に
導
い
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
れ
を
➀
バ
イ
ア
ス
と
い
い
ま
す
。
科
学
史
を

繙
ひ
も
と

く
と
、
今
か
ら 

思
え
ば
、
実
に
（ 

Ⅰ 

）
仮
説
に
、
当
時
、
一
流
の
一
流
と
さ
れ
た
科
学
者
た
ち
が
と
ら
わ
れ
て
多 

く
の
ｂ
メ
イ
ソ
ウ
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
精
子
の
仮
説
も
そ
の
ひ
と
つ
で
す
。
し
か
し
当
時
は
み
ん
な 

が
大
真
面
目
で
議
論
し
あ
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
実
の
と
こ
ろ
、
人
間
の
思
考
は
そ
れ
ほ
ど
進 

歩
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
す
。 

 

確
か
に
精
子
の
中
に
は
小
人
が
体
育
座
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
に
座 

っ
て
い
た
の
は
父
方
か
ら
来
た
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
し
た
。
そ
れ
が
母
の
卵
子
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
と
合
体
す
る
と
発
生 

が
開
始
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
、
わ
か
っ
た
の
は
そ
こ
ま
で
で
す
。
一
体
ど
う
し
て
そ
こ
か
ら
ヒ
ト
が
形 

作
ら
れ
て
く
る
の
か
、
そ
の
仕
組
み
の
あ
り
方
は
今
の
と
こ
ろ
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
仮
説
の
域
を
出
ま 

せ
ん
。
そ
し
て
、
私
た
ち
は
今
、
精
子
の
小
人
仮
説
を
笑
っ
て
は
い
ま
す
が
、
分
子
生
物
学
の
最
先
端 

に
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
も
、
未
来
の
人
び
と
か
ら
み
れ
ば
、
実
に
（ 

Ⅰ 

）
仮
説
に
➁
拘
泥

こ
う
で
い

し
て 

い
る
に
違
い
な
い
の
で
す
。 

 

実
に
悩
ま
し
い
の
は
実
験
科
学
に
お
け
る
「
第
一
の
誤
り
」
と
「
➂
第
二
の
誤
り
」
と
い
う
こ
と
で 

す
。 

 

私
た
ち
は
ま
ず
仮
説
を
立
て
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
仮
説
を
ｃ
ケ
ン
シ
ョ
ウ
す
る
た
め
に
実
験
を 

（
推
薦
） 

静
岡
市
立
静
岡
看
護
専
門
学
校 

 
 

 
 

令
和
六
年
度
生 

入
学
試
験
問
題 

（ 

国
語
総
合 

） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
答
え
は
全
て
別
紙
の
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
） 

受
験
番
号 

氏
名 
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行
い
ま
す
。
仮
説
が
正
し
け
れ
ば
結
果
は
Ａ
と
な
り
、
誤
っ
て
い
れ
ば
Ｂ
と
な
る
よ
う
な
計
画
の
も 

と
実
験
を
立
案
し
ま
す
。
研
究
者
は
も
ち
ろ
ん
自
分
の
仮
説
に
あ
る
程
度
自
信
を
持
っ
て
い
ま
す
か 

ら
、
結
果
が
Ａ
と
な
る
こ
と
を
内
心
期
待
し
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
多
く
の
場
合
、
い
や
九
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
は
、
期
待
し
た
よ
う
な
結
果
に
は
な
り
ま
せ 

ん
。
つ
ま
り
結
果
は
Ｂ
と
な
り
ま
す
。
こ
の
結
果
を
➃
虚
心
坦
懐

き
ょ
し
ん
た
ん
か
い

に
解
釈
す
る
と
、
そ
れ
は
仮
説
が
間 

違
っ
て
い
た
か
ら
実
験
結
果
が
そ
う
な
ら
な
い
の
だ
、
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
を
「
第
一
の
誤
り
」
と
呼 

び
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
仮
説
が
間
違
っ
て
い
た
か
ら
実
験
結
果
も
Ａ
と
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 

（ 

Ｘ 

）
で
す
。
多
く
の
場
合
、
い
や
九
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
科
学
者
は
、
あ
あ
、
そ
う
か
、 

仮
説
が
間
違
っ
て
い
た
の
だ
、
と
す
ぐ
に
素
直
に
は
認
め
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
彼
も
し
く
は
彼
女
は
こ 

う
考
え
ま
す
。
私
の
仮
説
は
正
し
い
の
だ
が
、
実
験
の
方
法
が
適
切
で
な
い
か
ら
期
待
さ
れ
る
結
果 

Ａ
と
な
ら
な
い
の
だ
、
と
。 

 

（ 

Ｙ 

）
、
仮
説
は
正
し
い
が
実
験
の
や
り
方
が
間
違
っ
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
の
が
「
第
二
の 

誤
り
」
で
す
。
実
験
の
や
り
方
が
適
切
で
な
い
理
由
は
い
く
ら
で
も
見
つ
け
ら
れ
ま
す
。
試
薬
の
濃
度 

が
適
切
で
な
か
っ
た
と
か
、
測
定
器
の
感
度
が
不
良
だ
っ
た
か
ら
と
か
、
は
た
ま
た
実
験
動
物
が
風 

邪
を
ひ
い
て
い
た
せ
い
だ
と
か
。 

（ 

Ｚ 

）
、
研
究
者
は
、
正
し
い
実
験
を
行
お
う
と
考
え
て
、
い
ろ
い
ろ
な
条
件
を
変
え
て
実
験 

を
繰
り
返
し
ま
す
。
研
究
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
非
常
な
る
長
時
間
を
要
す
る
の
は
そ
の
た
め
な
の
で 

す
。
そ
し
て
実
験
科
学
最
大
の
問
題
点
も
実
は
こ
こ
に
あ
り
ま
す
。「
第
一
の
誤
り
」
と
「
第
二
の
誤 

り
」
は
、
ｄ
ナ
イ
ジ
ツ
は
正
反
対
な
の
に
、
ど
ち
ら
も
結
果
は
Ｂ
と
出
ま
す
。
つ
ま
り
研
究
者
に
と
っ 

て
、
期
待
ど
お
り
の
結
果
に
な
ら
な
い
と
い
う
現
実
か
ら
は
、
仮
説
が
間
違
っ
て
い
る
の
か
、
実
験
が 

適
切
で
な
い
の
か
見
分
け
が
つ
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。 

 

か
く
し
て
、
不
幸
な
こ
と
に
、
多
く
の
場
合
、
い
や
九
九
・
九
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
ケ
ー
ス
で
は
、 

本
当
は
誤
っ
て
い
る
仮
説
に
固
執
し
て
、（ 

Ⅱ 

）
実
験
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
科 

学
研
究
の
実
態
な
の
で
す
。
そ
し
て
、
本
当
に
問
題
な
の
は
、
そ
こ
に
ｅ
タ
ダ
イ
な
税
金
が
投
入
さ 

れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
実
際
に
は
利
用
者
の
い
な
い
場
所
に
橋
を
架
け
た
り
、
道
を 

造
っ
た
り
す
る
こ
と
に
似
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
私
も
こ
の
※
陥
穽

か
ん
せ
い

の
例
外
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
も 

た
く
さ
ん
の
仮
説
を
も
と
に
研
究
を
進
め
て
い
ま
す
。
そ
の
多
く
は
期
待
ど
お
り
の
結
果
に
は
な
っ 

て
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
➄
こ
の
文
章
に
は
重
い
自
戒
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
福
岡
伸
一
『
ふ
た
つ
の
誤
り
』
よ
り
） 

 

※ 

陥
穽

か
ん
せ
い

…
…
落
と
し
穴
。
こ
こ
で
は
、
人
が
一
度
陥
っ
て
し
ま
う
と
な
か
な
か
抜
け
出
す
こ
と
が

で
き
な
い
環
境
の
意
。 
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【
問
一
】
二
重
傍
線
部
ａ
～
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。 

 
 

 

【
問
二
】 
文
章
中
二
箇
所
あ
る
（ 

Ⅰ 

）
に
は
同
じ
言
葉
が
入
る
。
こ
こ
に
最
も
よ
く
あ
て
は
ま

る
語
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

愉
快
な 

 
 

イ 

卓
抜
な 

 
 

ウ 

滑
稽
な 

 

エ 

軽
妙
な 

 

【
問
三
】（ 

Ⅱ 

）
に
入
る
語
を
い
く
つ
か
考
え
て
み
た
。
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
、
前
後
の
意
味

の
つ
な
が
り
を
考
え
た
場
合
、
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の

、
、
、
、
、
、
、
、
、を

一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。 

 
 

ア 

無
意
味
な 

 

イ 

不
変
な 

 
 

ウ 

不
毛
の 

 

エ 

無
益
な 

 

【
問
四
】
（ 

Ｘ 

）
～
（ 

Ｚ 

）
に
あ
て
は
ま
る
接
続
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を

次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

Ｘ
＝
と
こ
ろ
が 

 
 

Ｙ
＝
そ
こ
で 

 
 

 

Ｚ
＝
し
た
が
っ
て 

 
 

イ 

Ｘ
＝
そ
こ
で 

 
 

 

Ｙ
＝
そ
の
結
果 

 
 

Ｚ
＝
し
た
が
っ
て 

 
 

ウ 

Ｘ
＝
そ
こ
で 

 
 

 

Ｙ
＝
つ
ま
り 

 
 

 

Ｚ
＝
そ
の
結
果 

 
 

エ 

Ｘ
＝
と
こ
ろ
が 

 
 

Ｙ
＝
つ
ま
り 

 
 

 

Ｚ
＝
そ
こ
で 

 

【
問
五
】
傍
線
部
➀
「
バ
イ
ア
ス
」
と
あ
る
が
、
こ
の
二
行
後
に
あ
る
点
線
部
「
精
子
の
仮
説
」
に
お

い
て
、「
バ
イ
ア
ス
」
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
と
考
え
ら
れ
る
で
き
ご
と
が
あ
る
。
そ
れ
に

つ
い
て
書
か
れ
た
一
文
を
傍
線
部
➀
よ
り
前
の
部
分
か
ら
探
し
出
し
、
そ
の
最
初
の
五
字

を
書
き
な
さ
い
。
（
句
読
点
等
の
表
記
記
号
も
字
数
に
含
め
る
。
） 

 

【
問
六
】
傍
線
部
➁
「
拘
泥

こ
う
で
い

」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と 

 
 

 
 

イ 

勘
違
い
し
て
い
る
こ
と 

 
 

 
 

ウ 

信
じ
て
い
る
こ
と 

 
 

 
 

 
 

エ 

ひ
か
れ
て
い
る
こ
と 

 

【
問
七
】
傍
線
部
➂
「
第
二
の
誤
り
」
が
生
じ
る
理
由
を
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
か
。
次

の
ア
～
エ
の
中
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

実
験
が
、
仮
説
の
正
し
さ
を
証
明
す
る
の
に
適
切
で
は
な
い
か
ら
。 

 
 

イ 

仮
説
と
実
験
の
ど
ち
ら
が
間
違
っ
て
い
る
か
、
判
断
で
き
な
い
か
ら
。 

 
 

ウ 

研
究
者
が
、
自
分
の
立
て
た
仮
説
が
正
し
い
と
強
く
信
じ
る
か
ら
。 

 
 

エ 

研
究
者
が
最
初
に
立
て
た
仮
説
が
、
ま
ち
が
っ
て
い
る
か
ら
。 
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【
問
八
】
傍
線
部
➃
「
虚
心
坦
懐
」
の
意
味
が
分
か
ら
な
い
の
で
、
似
た
よ
う
な
意
味
の
言
葉
を
そ
の

後
の
部
分
か
ら
探
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
多
分
こ
う
い
う
意
味
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
漢
字
二

字
の
語
が
見
つ
か
っ
た
。
そ
の
語
を
書
き
な
さ
い
。 

 

【
問
九
】
傍
線
部
➄
「
こ
の
文
章
に
は
重
い
自
戒
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
か
ら
筆

者
の
ど
の
よ
う
な
思
い
が
わ
か
る
か
。
そ
の
思
い
に
つ
い
て
説
明
し
た
文
と
し
て
最
も
適

切
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 

ア 

多
く
の
研
究
者
が
自
分
の
研
究
実
績
を
上
げ
る
こ
と
ば
か
り
考
え
て
い
る
の
を
何
と
か
改

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
い
、
他
の
研
究
者
仲
間
か
ら
非
難
さ
れ
る
こ
と
も
恐
れ
ず
に
、

彼
ら
が
膨
大
な
時
間
と
税
金
を
費
や
し
て
い
る
現
状
を
訴
え
、
告
発
し
よ
う
と
し
て
い
る
。 

 
 

イ 

実
験
結
果
と
仮
説
が
食
い
違
っ
た
場
合
、
そ
の
根
本
的
な
原
因
が
不
分
明
で
あ
る
点
に
科

学
研
究
の
難
し
さ
が
あ
り
、
そ
の
結
果
多
く
の
時
間
と
税
金
を
費
や
す
こ
と
に
な
る
と
い

う
現
実
を
自
ら
の
問
題
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
の
苦
渋
に
満
ち
た
思
い
を
吐
露
し
て
い
る
。 

 
 

ウ 

科
学
が
今
日
ま
で
発
達
し
、
新
し
い
発
見
や
合
理
的
な
説
明
が
次
々
に
為
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
と
し
て
も
、
未
知
な
る
問
題
は
依
然
と
し
て
多
く
存
在
し
て
お
り
、
研
究
の
将
来

が
明
確
に
見
通
せ
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
絶
望
的
な
思
い
が
感
じ
取
れ
る
。 

 
 

エ 

研
究
者
た
ち
が
間
違
っ
た
仮
説
を
無
理
に
証
明
し
よ
う
と
し
て
莫
大
な
税
金
を
浪
費
し
て

い
る
状
況
を
自
分
も
免
れ
て
い
な
い
こ
と
を
思
い
起
こ
し
、
そ
の
こ
と
に
対
す
る
反
省
と

弁
明
の
思
い
を
表
明
す
る
こ
と
で
世
の
中
の
理
解
を
得
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。 

 

【
問
十
】
科
学
研
究
の
現
状
に
つ
い
て
、
文
章
中
で
筆
者
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
次
の
ア
～
エ
の
よ

う
に
説
明
し
て
み
た
。
こ
れ
ら
の
中
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ

い
。 

  
 

ア 

科
学
の
進
歩
に
伴
い
、
後
世
の
人
々
か
ら
嘲
笑
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
仮
説
を
立
て
る

研
究
者
は
い
な
く
な
っ
た
が
、
自
分
の
仮
説
に
固
執
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
は
変
わ
ら
な
い
。 

 
 

イ 

仮
説
を
立
て
、
そ
の
後
に
実
験
で
そ
の
仮
説
の
正
し
さ
を
立
証
す
る
と
い
う
科
学
研
究
の

基
本
的
プ
ロ
セ
ス
は
、
膨
大
な
時
間
と
費
用
を
要
す
る
た
め
見
直
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。 

 
 

ウ 

精
子
の
内
部
に
小
人
が
隠
れ
て
い
る
と
い
っ
た
仮
説
の
時
代
か
ら
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
の
発
見
を
経

て
、
現
代
の
生
物
学
は
生
命
の
誕
生
の
秘
密
を
解
き
明
か
す
段
階
に
ま
で
到
達
し
た
。 

 
 

エ 

実
験
に
よ
っ
て
仮
説
を
立
証
す
る
実
験
科
学
に
は
多
く
の
時
間
と
費
用
が
費
や
さ
れ
る
が
、

期
待
に
か
な
う
成
果
を
挙
げ
る
の
は
、
多
く
の
研
究
者
に
と
っ
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。 
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二 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 

※ 

か
つ
て
、
群
馬
県
上
野
村
の
私
の
家
に
、
夜
に
な
る
と
遊
び
に
く
る
一
匹
の
野
ネ
ズ
ミ
が
い
た
。

自
分
で
開
け
た
壁
の
穴
か
ら
暗
く
な
る
と
入
っ
て
く
る
。
い
ろ
い
ろ
な
遊
び
を
考
案
し
な
が
ら
過
ご

し
、
朝
に
な
る
と
山
に
帰
る
生
活
を
し
て
い
た
。
柱
を
よ
じ
の
ぼ
り
、
私
の
肩
に
飛
び
蹴
り
を
し
た

こ
と
が
あ
る
。
私
の
煙
草

た

ば

こ

を
持
っ
て
い
っ
て
、
吸
い
方
を
考
え
て
い
た
こ
と
も
あ
る
。
残
念
な
が
ら

火
を
つ
け
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
、
目
的
は
果
た
せ
な
か
っ
た
の
だ
け
れ
ど
。 

 

何
か
を
た
く
ら
ん
で
い
る
と
き
の
表
情
は
面
白
か
っ
た
。
部
屋
の
隅
で
思
案
し
て
い
る
の
で
あ

る
。 

 

そ
れ
を
➀
「
知
性
」
と
呼
ぶ
な
ら
、
私
は
、
す
べ
て
の
生
き
物
た
ち
の
「
知
性
」
の
レ
ベ
ル
は
変

わ
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
自
分
に
必
要
な
こ
と
は
す
べ
て
知
っ
て
い
る
し
、
新
し
い
た
く
ら
み
も

考
案
す
る
。
人
間
と
の
違
い
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
お
金
が
ほ
し
い
と
か
持
ち
物
や
財
産
を
ふ
や
し
た

い
と
い
っ
た
、
自
然
界
か
ら
は
み
だ
し
た
ａ
過
剰
な
欲
望
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
と
、
彼
ら
の
「
知

性
」
は
「
知
性
」
だ
け
で
独
立
し
て
い
な
く
て
、
身
体
の
動
き
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
け
だ
。

※ 

 

近
代
的
な
思
想
は
、
人
間
が
持
っ
て
い
る
「
知
性
」
を
（ 

Ａ 
）
し
た
。
た
と
え
ば
、
近
代
哲

学
の
父
と
も
呼
ば
れ
た
デ
カ
ル
ト
が
、
〈
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
〉
と
述
べ
た
と
き
、
そ
れ

は
、
考
え
て
い
る
私
は
確
か
に
存
在
す
る
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
私
の
本
質
は
考
え
て
い
る
私
に
、

つ
ま
り
私
の
本
質
は
知
性
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
知
性
こ
そ
が
真
理
を
発

見
し
て
い
く
力
だ
と
考
え
ら
れ
た
。
デ
カ
ル
ト
は
自
然
科
学
の
ｂ
信
奉
者
で
も
あ
っ
た
け
れ
ど
、
科

学
が
こ
の
世
界
の
真
理
を
発
見
し
、
そ
れ
ら
の
学
問
を
つ
く
り
だ
し
て
い
く
力
が
知
性
で
あ
る
と
い

う
、
知
性
に
対
す
る
ｃ
全
幅
の
信
頼
が
デ
カ
ル
ト
に
は
あ
っ
た
。 

 

と
す
る
と
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
知
性
は
や
は
り
人
間
だ
け
の
所
有
物
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
上

野
村
の
私
の
家
を
訪
れ
た
野
ネ
ズ
ミ
は
、
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
考
え
、
た
く
ら
み
を
張
り
め
ぐ
ら
し

て
は
い
た
け
れ
ど
、
自
然
科
学
を
深
め
て
真
理
を
発
見
し
よ
う
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
自
分
の

生
き
る
世
界
こ
そ
が
真
理
の
世
界
な
の
で
あ
り
、
真
理
は
発
見
す
る
対
象
で
は
な
い
。 

 

と
こ
ろ
で
、
➁
こ
の
デ
カ
ル
ト
的
な
思
考
は
、
仕
事
の
ｄ
捉
え
方
に
も
影
響
を
与
え
る
よ
う
に
な

る
。 

 

近
代
的
な
生
産
が
始
ま
る
と
、
人
間
た
ち
の
仕
事
は
、
生
産
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
仕
事
と
、
そ
の

シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
働
く
仕
事
に
分
か
れ
る
傾
向
を
示
し
た
。
自
然
科
学
が
発
見
し
た
も
の
は
、
生

産
の
場
所
で
は
生
産
技
術
に
な
り
、
こ
の
生
産
技
術
を
つ
く
る
人
々
と
、
そ
の
技
術
に
従
っ
て
作
業

を
す
る
人
々
と
に
分
か
れ
て
い
く
。
経
営
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
る
人
と
、
そ
の
経
営
シ
ス
テ
ム
の
も
と

で
働
く
人
、
そ
ん
な
分
化
が
進
行
し
た
。 

 

近
代
以
前
の
仕
事
は
➂
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
職
人
は
設
計
者
で
も
あ
り
、
作
業
を
す
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る
人
で
も
あ
っ
た
。
商
人
は
自
分
の
ｅ
商
い
の
あ
り
方
を
自
分
で
決
め
な
が
ら
、
日
々
の
仕
事
を
し

て
い
た
。
仕
事
の
す
べ
て
の
部
分
が
、
労
働
の
中
に
包
み
こ
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

と
こ
ろ
が
、
近
代
的
な
生
産
で
は
仕
事
の
分
化
が
始
ま
る
。
そ
し
て
こ
の
働
き
と
、
人
間
の
知
性

を
（ 

Ａ 

）
す
る
思
想
が
結
び
つ
い
た
。
人
間
の
労
働
が
、
知
性
を
働
か
せ
た
「
知
的
労
働
」
と

「
肉
体
労
働
」
と
に
分
け
て
把
握
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
知
的
労
働
」
が
人
間
的
な

労
働
で
あ
り
、
「
肉
体
労
働
」
は
肉
体
の
消
耗
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
が
、
こ
う
し
て
定
着
し
て

い
く
。 

 

私
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
が
、
人
間
の
労
働
を
や
せ
細
ら
せ
て
い
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
考
え
る
こ
と
と
身
体
を
動
か
す
こ
と
と
は
、
一
つ
の
労
働
の
二
つ
の
側
面
に
す
ぎ
な
か
っ
た

の
に
、
こ
の
二
つ
の
側
面
が
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
た
と
え
ば
、
つ
く
り
な
が
ら
考
え
、
考
え

な
が
ら
つ
く
る
労
働
が
、
考
え
る
人
と
つ
く
る
人
と
に
分
か
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

そ
れ
は
、
第
一
に
「
肉
体
労
働
」
を
つ
ま
ら
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
っ
た
。
➃
決
め
ら
れ
た
生
産

シ
ス
テ
ム
の
も
と
で
同
じ
作
業
を
繰
り
返
す
だ
け
な
ら
、
こ
の
仕
事
が
面
白
い
は
ず
は
な
い
。
と
と

も
に
、
「
知
的
労
働
」
も
（ 

Ｂ 

）
性
の
な
い
も
の
に
変
え
て
し
ま
っ
た
。
も
し
も
「
知
的
労
働
」

が
（ 

Ｂ 

）
的
な
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
仕
事
の
全
過
程
に
か
か
わ
り
な
が
ら
、
考

え
、
工
夫
を
し
、
研
究
や
開
発
を
す
る
と
き
に
生
ま
れ
て
く
る
。
実
際
、
仕
事
の
全
過
程
に
か
か
わ

る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
と
き
、
「
知
的
労
働
」
は
次
第
に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
従
っ
て
仕
事
を
す

る
方
向
に
向
か
っ
た
。 

 

近
代
以
降
、
経
済
は
飛
躍
的
に
拡
大
し
た
が
、
人
間
の
仕
事
そ
の
も
の
は
こ
う
し
て
や
せ
細
っ
て

い
っ
た
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
内
山
節
『
知
性
』
よ
り
） 

  

【
問
一
】
二
重
傍
線
部
ａ
～
ｅ
の
漢
字
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。 

  

【
問
二
】
文
章
中
二
箇
所
あ
る
（ 

Ａ 

）
と
（ 

Ｂ 

）
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
言
葉
が
入
る
。
そ

の
言
葉
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 
 

Ａ 
 

ア 

問
題
視 

 

イ 

度
外
視 

 

ウ 

重
要
視 

 

エ 

絶
対
視 

  
 

Ｂ 
 

ア 

生
産 

 
 

イ 

実
体 

 
 

ウ 

創
造 

 
 

エ 

独
自 
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【
問
三
】
傍
線
部
➀
「
知
性
」
に
は
か
ぎ
か
っ
こ
（
「 

」
）
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
い

う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
ア
～
エ
の
文
の
中
か

ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 

ア 

一
般
に
用
い
ら
れ
て
い
る
意
味
と
は
異
な
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 
 

イ 

知
性
と
は
呼
び
に
く
い
と
い
う
筆
者
の
気
持
ち
を
示
し
て
い
る
。 

 
 

ウ 

特
に
優
れ
た
知
性
で
あ
る
と
強
調
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 
 

エ 

人
間
の
知
性
と
何
ら
変
わ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

   

【
問
四
】
傍
線
部
➁
「
こ
の
デ
カ
ル
ト
的
な
思
考
」
を
説
明
し
た
文
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の

ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 

ア 

知
性
は
我
々
人
間
だ
け
の
所
有
物
で
あ
り
、
他
の
生
物
の
遠
く
及
ば
ぬ
も
の
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
。 

 
 

イ 

我
々
人
間
の
世
界
こ
そ
が
真
理
で
あ
り
、
真
理
を
発
見
の
対
象
と
す
べ
き
で
は
な
い
と
い

う
考
え
方
。 

 
 

ウ 

我
々
人
間
の
本
質
は
知
性
に
あ
り
、
知
性
こ
そ
が
真
理
を
発
見
し
て
い
く
力
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
。 

 
 

エ 

生
き
る
の
に
必
要
な
知
性
の
レ
ベ
ル
は
す
べ
て
の
生
物
に
お
い
て
同
一
の
も
の
だ
と
い
う

考
え
方
。 

  

【
問
五
】
傍
線
部
➂
「
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
文
の
（ 

 

）

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

  
 

 
 

近
代
以
前
の
仕
事
は
（ 

 
 

 
 

 

）
も
の
で
は
な
か
っ
た
。 

  

【
問
六
】
傍
線
部
➃
「
決
め
ら
れ
た
生
産
シ
ス
テ
ム
」
と
同
じ
よ
う
な
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
言
葉

を
文
章
中
か
ら
探
し
出
し
て
、
書
き
な
さ
い
。 
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【
問
七
】
次
の
ア
～
エ
の
文
は
、
文
章
中
の
※
～
※
の
部
分
が
、
文
章
全
体
や
そ
の
後
の
論
旨
展
開
に

対
し
て
持
つ
働
き
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
だ
が
、
不
適
切
な

、
、
、
、
も
の
、
、
が
一
つ
あ
る
。
そ
れ

を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 

ア 

平
易
で
身
辺
雑
記
的
な
語
り
口
は
、
そ
の
後
の
抽
象
的
に
な
り
が
ち
な
、
文
明
論
的
話
題

に
向
け
て
読
者
の
興
味
関
心
を
自
然
に
促
し
て
い
く
効
果
を
持
っ
て
い
る
。 

 
 

イ 

自
宅
を
訪
れ
る
野
ネ
ズ
ミ
の
存
在
と
そ
れ
へ
の
言
及
は
、
人
間
の
知
が
自
然
を
逸
脱
し
た

過
剰
な
欲
望
に
繋
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
ず
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。 

 
 

ウ 

筆
者
自
身
が
都
会
か
ら
隔
た
っ
た
と
こ
ろ
で
生
活
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
近
代
社
会

の
問
題
点
を
批
判
的
に
論
じ
る
上
で
強
い
説
得
力
を
も
た
ら
し
て
い
る
。 

 
 

エ 

自
宅
に
や
っ
て
く
る
野
ネ
ズ
ミ
の
描
写
は
、
筆
者
の
観
察
眼
と
踏
み
込
ん
だ
解
釈
に
よ
っ

て
ほ
ほ
え
ま
し
く
、
ま
た
ユ
ー
モ
ア
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。 

  

【
問
八
】
次
の
ア
～
エ
の
文
の
中
か
ら
、
文
章
中
に
お
け
る
筆
者
の
主
張
と
異
な
る
も
の

、
、
、
、
、
を
一
つ
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

  
 

ア 

知
性
こ
そ
が
人
間
の
本
質
で
あ
る
と
い
う
思
想
が
、
近
代
以
降
、
知
的
な
労
働
を
偏
重
す

る
考
え
と
結
び
つ
い
た
結
果
、
労
働
は
そ
の
魅
力
を
失
っ
て
い
っ
た
。 

 
 

イ 

人
間
以
外
の
生
き
物
は
、
存
在
そ
れ
自
体
に
お
い
て
真
理
を
体
現
し
て
い
る
が
、
人
間
は

そ
の
知
の
力
に
よ
っ
て
真
理
を
発
見
し
て
い
く
存
在
で
あ
る
。 

 
 

ウ 

近
代
以
前
の
社
会
に
お
い
て
は
知
的
労
働
と
肉
体
労
働
は
一
体
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に

こ
そ
労
働
と
い
う
も
の
が
本
来
持
つ
べ
き
意
味
も
価
値
も
あ
っ
た
。 

 
 

エ 

人
間
も
他
の
生
き
物
も
、
す
べ
て
の
生
物
は
知
性
を
持
っ
て
お
り
、
そ
の
果
た
す
役
割
も

自
然
界
に
も
た
ら
す
影
響
も
、
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な
い
。 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
第１問 下記の１〜５のア〜エの単語のうち下線部の発音が他と異なるものを１つ選び、記号で答えな

さい。 

 
１. ア. color イ. science ウ. school エ. basket 

２. ア. pancake イ. accident ウ. captain エ. appoint 

３. ア. chance イ. switch ウ. psychology エ. chilly 

４. ア. potato イ. bottle ウ. sock エ. college 

５. ア. sure イ. pressure ウ. shirt エ. city 

 
第２問 下記の１〜10 の英文の各空所に入れる適切な単語を下記の語群から選び、記号で答えなさい。 

 
１. A father-in-low is the father of someone’s husband or（ 1 ）. 

 
２. I’ll light the candles.  John,（ 2 ）off the light. 

 
３. Della and Jim sat（ 3 ）table.  They enjoyed their dinner.  

 
４. This is my niece, the daughter of my（ 4 ）. 

 
５. She switched（ 5 ）her bedside lamp and read the letter.  

 
６. Here are quills.  Take one or two and down to（ 6 ）a bed for you.  

 
７. If you speak ill of others, you will（ 7 ）your own grave.. 

 
８. I will（ 8 ）my shirt before I wear it.  

 
９. She was looking for her purse with a（ 9 ）frown.  

 
10. Jane washed and（ 10 ）her hair.  

 
 語群 

ア. sister イ. iron ウ. worried エ. turn オ. on 
カ. dig キ. dried ク. at ケ. wife コ. make 

 
 

 

（推薦） 静岡市立静岡看護専門学校 

令和６年度生 入学試験問題 （コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ） 

※ 答えは全て解答用紙に記入すること 

受験番号 氏名 



第３問 次の英文を読んで、下記の質問に答えなさい。 
 
 A child is a member of a family and can grow with the support of the family.  A family is the place 
where children are raised and the essential environment for children.  In England and America parents 
and children seem to be like friends.  But in Japan most parents may have some authority to control their 

children.  (A)From the point of view of controlling children, it might be said that Japanese children are 
deprived of some freedom by their parents. 
 Here shall we compare England and Japan with regard to education systems?  The compulsory or 
required education in England starts at the age of 5 and ends at the age of 16.  It consists（ 1 ）

primary education and secondary education.  The compulsory education is completed after taking 
national common examinations at the age of 16.  The exam grades demonstrate the completion of the 
compulsory education.  In Japan the compulsory education begins at the age of 6 and ends at the age of 
15.  When children complete the educational courses, graduation certificates are granted to（ 2 ）the 
completion of the compulsory education. 
 We are going to compare the contents of the educations of England and Japan.  In England each 
student’s personality is respected and teachers will help students to cultivate the ability to think for 
themselves and build their own lives.  One of the educational（ 3 ）in the elementary school is called 
“project” in which pupils choose their own tasks, study them for themselves for several weeks or a term, 
and then write a report about it.  The question of “Why?” is also important in England’s education. 
 Compared（ 4 ）England’s education, the compulsory education in Japan is focused on the 
memorization of knowledge and the examination is an opportunity to test students’ memorizing ability.  
(B)The aim of the education is not to make much of students’ characters and develop their thinking ability, 
but to build memorizing ability.   Japanese students receive the education not for building their own 
ways of life, but for learning the way of life which their society（ 5 ）.  In such an education it cannot 
be said that children’s freedom is respected. 
 （ 6 ）, we have compared the educational ways of England and Japan.  In Japan the education 
might give students a place where they can learn how to adjust（ 7 ）their society while in England the 
education might lead students to live their own lives.  The question seems to be whether children’s 
freedom is respected or not.  The way to educate children with the respect of their freedom might be 
related to the parent-child relationship at home.  The parent-child relationship with the respect of 
children’s freedom should be discussed（ 8 ）in Japan. 
 
問１ 本文中の（1）〜（8）に入れる最も適切な単語を下記のア〜エから選び記号で答えなさい。 

 
（１） ア. at イ. of ウ. to エ. in 

 
（２） ア. become イ. take ウ. prove エ. think 

 
（３） ア. secrets イ. problems ウ. questions エ. features 

 
（４） ア. with イ. at ウ. to エ. of 

 
（５） ア. considers イ. requires ウ. dislikes エ. finds 

 
（６） ア. So far イ. Lastly ウ. Early エ. And then 

 
（７） ア. over イ. above ウ. under エ. to 



 
（８） ア. about イ. hardly ウ. least エ. more 

 
問２ 本文中の下線部(A)と(B)を日本語に訳しなさい。 

 
問３ 下記の１〜10 の英文の内容が本文の内容と一致する場合は T を、一致しない場合は F を解答欄に

記入しなさい。 

 
１. Japanese parents and children are like friends. 
２. The required education in England begins at the age of 5. 
３. In England students will take national common examinations when they are 16. 
４. In Japan graduation certificates are given when students start the compulsory education. 
５. “Project”is one of the educational ways in England. 
６. In England students’ personalities are not made much of. 
７. In Japanese education memorizing ability is important. 
８. Japanese students learn how to live in their society through education. 
９. In Japanese education children’s freedom is respected. 

10. The parent-child relationship does not have anything with the way to educate them. 
 
第４問 下記の日本文を英文になおしなさい。 

 
１. 助けてくれてありがとう。 

 
２. 今、何をしているのですか？ 
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一 

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

  

「
生
命
」
と
「
い
の
ち
」
に
も
違
い
が
あ
る
。
「
生
命
」
は
「
生
命
現
象
」
な
ど
と
し
て
観
察
や
研 

究
の
対
象
に
な
っ
た
り
す
る
が
、「
い
の
ち
」
は
愛め

で
る
と
か
粗
末
に
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
研
究 

の
対
象
に
は
な
り
に
く
く
、
「
い
の
ち
の
探
求
」
と
言
っ
て
み
て
も
何
の
こ
と
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。 

そ
し
て
、「
生
命
科
学
」
と
言
え
ば
、
二
十
一
世
紀
に
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
る
新
た
な
知
の
フ
ロ
ン
テ 

ィ
ア
と
さ
れ
て
い
る
が
、「
い
の
ち
を
科
学
す
る
」
な
ど
と
い
う
と
、
ミ
ス
マ
ッ
チ
の
興
を
ａ
狙
っ
た 

テ
レ
ビ
番
組
の
タ
イ
ト
ル
ぐ
ら
い
に
し
か
な
り
そ
う
に
な
い
。 

 

こ
の
違
い
は
、
➀
み
も
ふ
た
も
な
く
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
西
洋
的
な
抽
象
概
念
と
日
本
語
の
実
感 

的
表
現
の
違
い
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
視
し
よ
う
と
思
え
ば
で
き
な
い
こ
と
は
な
い
が
、
同
時
に
➁
越 

え
が
た
い
溝
で
も
あ
る
。
抽
象
概
念
は
科
学
や
哲
学
と
は
な
じ
み
が
よ
い
が
、
実
感
的
表
現
は
日
常 

感
覚
に
溶
け
込
ん
で
い
る
。
で
は
、
科
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
「
生
命
」
と
日
常
的
に
言
う
「
い
の
ち
」 

と
は
同
じ
な
の
だ
ろ
う
か
、
違
う
の
だ
ろ
う
か
。 

 

「
生
命
科
学
」
の
教
科
書
を
ひ
も
と
い
て
み
る
。
最
初
に
「
生
物
」
の
定
義
が
出
て
く
る
。
細
胞
で 

で
き
て
い
て
、
Ｄ
Ｎ
Ａ
で
自
己
を
複
製
す
る
と
か
、
環
境
か
ら
の
刺
激
に
反
応
す
る
と
か
、
エ
ネ
ル
ギ 

ー
ｂ
タ
イ
シ
ャ
を
す
る
と
か
い
っ
た
こ
と
だ
。
た
い
て
い
は
分
子
レ
ヴ
ェ
ル
か
、
せ
い
ぜ
い
細
胞
レ 

ヴ
ェ
ル
の
話
だ
。
最
後
に
生
殖
の
と
こ
ろ
に
き
て
、
は
じ
め
て
器
官
レ
ヴ
ェ
ル
の
簡
略
化
し
た
図
が 

出
て
く
る
。
つ
ま
り
花
の
受
粉
図
だ
。 

 

➂
な
る
ほ
ど
、「
生
命
」
と
は
こ
う
い
う
も
の
か
、
と
あ
る
種
の
感
慨
を
も
っ
て
思
う
。
最
近
の
生 

命
科
学
の
急
速
な
発
展
で
、
い
ま
で
は
免
疫
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
も
、
遺
伝
子
の
発
現
の
プ
ロ 

セ
ス
に
つ
い
て
も
、
驚
く
べ
き
細
部
ま
で
研
究
が
進
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
成
果
が
、
病
気
の
治 

療
や
予
防
な
ど
に
応
用
さ
れ
て
い
る
。 

 

け
れ
ど
も
そ
の
一
方
で
、
そ
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
る
「
生
命
」
と
は
、
ひ
と
が
生
き
る
「
い
の
ち
」 

と
は
や
は
り
違
う
の
だ
ろ
う
と
い
う
印
象
は
ｃ
拭
え
な
い
。
病
気
に
な
れ
ば
医
者
に
か
か
り
、
生
理 

学
的
な
観
点
か
ら
は
こ
れ
こ
れ
の
支
障
が
生
じ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
処
置
を 

（
一
般
） 

静
岡
市
立
静
岡
看
護
専
門
学
校 

 
 

 
 

令
和
六
年
度
生 

入
学
試
験
問
題 

（ 

国
語
総
合 

） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
答
え
は
全
て
別
紙
の
解
答
用
紙
に
記
入
す
る
こ
と
） 

受
験
番
号 

氏
名 
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し
て
病
気
を
治
す
の
だ
と
い
っ
た
説
明
を
受
け
、
そ
れ
を
納
得
し
て
治
療
を
受
け
る
の
だ
が
、
人
は 

分
子
レ
ヴ
ェ
ル
あ
る
い
は
細
胞
レ
ヴ
ェ
ル
の
「
生
命
」
を
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
生
き
て
い
る 

の
は
、
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
「
ひ
と
つ
の
い
の
ち
」
な
の
で
あ
る
。 

 

端
的
に
言
え
ば
、「
生
命
現
象
」
に
は
個
別
化
の
契
機
は
な
く
、
特
定
の
こ
の
ひ
と
つ
と
い
っ
た
観 

念
に
は
な
じ
ま
な
い
。
そ
れ
は
つ
ね
に
部
分
的
で
あ
る
と
同
時
に
一
般
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て 

「
い
の
ち
」
と
い
う
の
は
つ
ね
に
個
別
化
さ
れ
て
い
て
、
こ
の
「
い
の
ち
」
と
か
、
あ
の
「
い
の
ち
」 

が
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
「
い
の
ち
」
の
あ
り
方
は
と
り
わ
け
ひ
と
の
生
き
死
に
と
切
り
離
せ
な
い
。 

 

生
き
死
に
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
よ
く
「
自
分
の
死
は
体
験
で
き
ず
、
で
き
る
の
は
人
の
死
だ 

け
だ
。
」
と
言
わ
れ
る
。
た
し
か
に
そ
う
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
死
が
ｄ
フ
カ
チ
な
神
秘
だ
と
い
う 

わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
一
般
的
真
理
か
ら
言
え
る
の
は
、
「
死
」
が
ひ
と
り
の
人
だ
け
で
完 

結
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
事
実
だ
。
➃
ひ
と
は
ひ
と
り
で
は
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
言
え 

ば
奇
異
に
響
く
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
も
ま
た
よ
く
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
誰
も
人
に
代
わ 

っ
て
死
ぬ
こ
と
は
で
き
ず
、
死
ぬ
の
は
そ
の
つ
ど
「
わ
た
し
」
で
あ
る
。
そ
の
「
わ
た
し
」
は
し
か
し
、 

死
に
瀕ひ

ん

し
て
「
わ
た
し
は
死
ぬ
」
と
は
言
え
て
も
、
死
ぬ
こ
と
を
果
た
し
終
え
て
「
あ
あ
、
私
は
死
ん 

だ
」
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
い
か
え
れ
ば
、「
わ
た
し
」
と
い
う
語
は
、「
死
ん
だ
」
と
い
う
完 

了
形
の
主
語
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
で
は
、
誰
が
「
死
ん
だ
」
と
言
い
う
る
の
か
。
そ
れ
は
、 

目
の
前
で
死
の
な
か
に
消
え
て
い
く
ひ
と
を
看み

取
る
身
近
な
ひ
と
で
あ
っ
た
り
、
第
三
者
を
ｅ
カ
イ 

し
て
死
が
起
こ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
身
内
で
あ
っ
た
り
す
る
。
死
ん
で
ゆ
く
ひ
と
に
最
後
ま
で
付 

き
添
い
な
が
ら
も
、
押
し
の
け
ら
れ
て
生
の
側
に
と
ど
ま
る
ひ
と
が
、
死
を
果
た
し
終
え
ず
に
死
ん 

で
し
ま
っ
た
ひ
と
を
呑の

み
こ
み
、
持
ち
主
も
な
く
漂
う
「
死
」
を
受
け
止
め
て
、
そ
の
「
死
」
を
当
人 

に
返
し
て
や
る
。
そ
れ
が
、「
あ
あ
、
お
ま
え
は
死
ん
だ
。
」
と
い
う
言
明
の
役
割
で
あ
り
、
そ
う
言
わ 

れ
る
こ
と
で
当
人
の
「
死
」
は
完
了
す
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
で
や
っ
と
「
死
」
は
起
こ
っ
た
こ
と
に
な 

る
の
だ
。
だ
か
ら
「
死
ぬ
」
と
い
う
こ
と
は
ひ
と
り
で
は
起
こ
ら
ず
、
➄
複
数
の
人
を
こ
の
出
来
事
の 

ま
わ
り
に
呼
び
寄
せ
、
そ
の
人
び
と
の
間
で
わ
か
ち
合
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
起
こ
る
。
だ
か
ら
こ 

そ
「
死
」
は
、
た
ん
な
る
生
理
学
的
指
標
に
還
元
で
き
る
現
象
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
間
的
な
意
味
を
持 

つ
出
来
事
に
な
る
の
だ
。 

 

誕
生
も
ま
た
こ
れ
に
似
て
い
る
。「
生
ま
れ
る
」
と
い
う
語
は
辞
書
で
は
た
い
て
い
自
動
詞
に
分
類 

さ
れ
て
い
る
が
、
じ
つ
は
こ
の
語
で
示
さ
れ
る
の
は
「
歩
く
」
と
か
「
歌
う
」
と
い
っ
た
自
分
だ
け
で 

す
る
行
為
で
は
な
い
。「
生
ま
れ
る
」
を
自
分
の
行
為
の
よ
う
に
思
い
な
す
の
は
、
人
間
が
自
分
ひ
と 

り
で
完
結
し
た
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
み
な
す
近
代
の
錯
覚
で
あ
る
。
英
語
で
も
「I

 w
a
s
 b
o
r
n
.

」 

と
言
い
、
フ
ラ
ン
ス
語
で
も
「 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

」
と
言
う
よ
う
に
、
「
生
ま
れ
る
、
、
」
も
万
国
ほ
ぼ
共
通 

に
受
身
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
れ
と
同
型
で
あ
っ
て
、
そ
の
あ
と
に
「
誰
そ
れ
に
よ
っ 

て
」
と
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

つ
ま
り
人
間
は
ひ
と
り
で
は
完
結
せ
ず
、
そ
の
誕
生
と
死
に
お
い
て
他
者
と
の
関
係
に

象
か
た
ど

ら
れ
て 

` 

j
e
 
s
u
i
s
 
n
é
.
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い
る
。
そ
の
他
者
と
の
関
係
性
が
、
一
人
ひ
と
り
の
人
間
を
ひ
と
り
の
存
在
と
し
て
、
ひ
と
つ
の
「
生
」 

と
し
て
成
り
立
た
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
分
有
の
仕
方
が
そ
の
つ
ど
違
う
か
ら
、
ひ
と 

つ
ひ
と
つ
の
「
生
」
は
か
け
が
え
が
な
い
。
こ
の
「
生
」
は
た
ぶ
ん
「
い
の
ち
」
と
言
い
か
え
て
も
い 

い
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
そ
の
「
生
」
の
実
質
は
「
い
の
ち
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
い
の
ち
」
は
つ
ね 

に 

Ｘ 

的
で
あ
る
と
同
時
に 

Ｙ 

で
も
あ
る
。
そ
れ
は
長
さ
を
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
に 

お
い
て
だ
け
で
な
く
、
⑥
始
め
と
終
わ
り
を
他
者
と
の
「
分
有
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
西
谷
修
『
生
命
と
い
の
ち
』
よ
り
） 

 

【
問
一
】
二
重
傍
線
部
ａ
～
ｅ
の
漢
字
に
は
そ
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
書
き
、
カ
タ
カ
ナ
は
こ
れ
を

漢
字
で
書
き
な
さ
い
。 

 
 

 

【
問
二
】
傍
線
部
➀
「
み
も
ふ
た
も
な
く
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

多
少
難
し
い
表
現
を
用
い
て 

 
 

 

イ 

率
直
す
ぎ
て
何
の
含
み
も
な
く 

 
 

ウ 

わ
か
ら
な
い
な
り
に
か
み
砕
い
て 

 

エ 

細
か
い
点
を
無
視
し
て
簡
単
に 

 

【
問
三
】
傍
線
部
➁
「
越
え
が
た
い
溝
」
と
あ
る
が
、
「
生
命
」
と
「
い
の
ち
」
の
間
に
「
越
え
が
た

い
溝
」
が
あ
る
と
筆
者
が
言
う
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
ア
～

エ
の
文
の
う
ち
、
不
適
切
な

、
、
、
、
も
の
、
、
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

ア 

「
生
命
」
は
観
察
や
研
究
の
対
象
で
あ
り
、
科
学
的
知
の
問
題
で
あ
る
の
に
対
し
、「
い
の

ち
」
は
あ
ら
ゆ
る
人
々
が
直
面
す
る
普
遍
的
な
「
生
き
方
」
の
問
題
で
あ
る
か
ら
。 

 
 

イ 

「
生
命
」
は
全
て
の
生
物
に
共
通
す
る
器
官
や
細
胞
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
問
題
と
し
て
研
究

が
進
め
ら
れ
る
の
に
対
し
、「
い
の
ち
」
は
そ
れ
を
生
き
る
人
、
固
有
の
問
題
で
あ
る
か
ら
。 

ウ 

「
生
命
」
は
支
障
を
起
こ
し
た
器
官
や
細
胞
が
「
処
置
」
さ
れ
「
治
療
」
さ
れ
れ
ば
よ
し
と

さ
れ
る
が
、
「
い
の
ち
」
は
細
胞
や
器
官
と
は
別
次
元
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
ら
。 

 
 

エ 

「
生
命
」
は
各
生
命
体
に
共
通
す
る
細
胞
や
器
官
の
発
現
や
生
成
の
仕
組
み
に
目
が
向
け

ら
れ
る
が
、
「
い
の
ち
」
は
「
共
通
」
と
か
「
一
般
化
」
に
は
な
じ
ま
な
い
か
ら
。 

 

【
問
四
】
傍
線
部
➂
「
な
る
ほ
ど
、
『
生
命
』
と
は
こ
う
い
う
も
の
か
」
と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
に
込

め
ら
れ
た
筆
者
の
思
い
を
説
明
し
た
文
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か

ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

な
る
ほ
ど
、「
生
命
」
と
は
こ
の
よ
う
に
精
妙
に
し
て
複
雑
、
か
つ
神
秘
的
な
も
の
な
の
か
。 

 
 

イ 

な
る
ほ
ど
、
「
生
命
」
と
は
こ
の
よ
う
に
研
究
さ
れ
分
析
さ
れ
説
明
さ
れ
る
も
の
な
の
か
。 

 

ウ 

な
る
ほ
ど
、
「
生
命
」
と
は
こ
の
よ
う
に
美
し
く
、
ま
た
限
り
な
く
尊
い
も
の
な
の
か
。 

 
 

エ 

な
る
ほ
ど
、「
生
命
」
と
は
こ
の
よ
う
に
「
い
の
ち
」
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
も
の
な
の
か
。 
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【
問
五
】
傍
線
部
➃
「
ひ
と
は
ひ
と
り
で
は
死
ぬ
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
あ
る
が
、
こ
の
意
味
を
説
明

し
た
文
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア 

ひ
と
は
ひ
と
り
で
死
ん
で
い
く
寂
し
さ
や
恐
ろ
し
さ
に
到
底
耐
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。 

イ 

ひ
と
の
死
は
そ
れ
を
見
届
け
る
身
近
な
人
の
眼
差
し
や
思
い
に
よ
っ
て
意
味
づ
け
ら
れ
る
。 

ウ 

ど
ん
な
に
孤
独
の
中
で
死
ん
だ
と
し
て
も
、
ひ
と
に
は
必
ず
家
族
や
友
人
、
知
人
が
い
る
。 

エ 

ひ
と
が
ひ
と
り
で
死
ん
で
い
く
の
は
、
す
べ
て
の
人
が
甘
ん
じ
て
受
け
る
運
命
と
い
え
る
。 

 

【
問
六
】
傍
線
部
➄
「
複
数
の
人
を
～
わ
か
ち
合
わ
れ
る
こ
と
」
を
簡
潔
に
表
現
し
た
一
単
語
を
、
こ

の
傍
線
部
➄
よ
り
後
の
部
分
か
ら
探
し
て
書
き
な
さ
い
。 

 

【
問
七
】 

Ｘ 

と 

Ｙ 

に
当
て
は
ま
る
語
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
ア

～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 

ア 

Ｘ
…
…
発
展 

 

Ｙ
…
…
不
変 

 
 

イ 

Ｘ
…
…
抽
象 

 

Ｙ
…
…
有
限 

 
 

ウ 

Ｘ
…
…
具
体 

 

Ｙ
…
…
有
限 

 
 

エ 

Ｘ
…
…
全
体 

 

Ｙ
…
…
部
分 

 

【
問
八
】
傍
線
部
⑥
「
始
め
と
終
わ
り
」
と
同
じ
意
味
の
言
葉
を
文
章
中
か
ら
探
し
出
し
、
五
字
以
内

で
書
き
な
さ
い
。 

 

【
問
九
】
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
、
文
章
中
に
お
け
る
筆
者
の
主
張
を
説
明
し
た
文
と
し
て
は
不
適
、
、

切
な
も
の

、
、
、
、
を
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 

ア 

人
の
死
は
、「
死
ん
だ
」
と
い
う
事
実
の
み
で
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
当
人
の
死
に
立
ち

会
い
看
取
る
こ
と
を
通
し
て
、
そ
の
近
親
者
た
ち
が
、
そ
の
動
か
し
が
た
い
死
を
確
認
し
、

自
ら
を
納
得
さ
せ
得
た
と
き
に
完
結
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

イ 

人
は
そ
れ
自
身
と
し
て
独
立
し
、
完
結
し
た
存
在
な
ど
で
は
な
く
、
家
族
や
近
親
者
た
ち

と
の
関
係
性
の
中
に
、
あ
る
い
は
彼
ら
ひ
と
り
ひ
と
り
が
分
か
ち
持
つ
当
人
に
対
す
る
固

有
の
思
い
の
中
に
こ
そ
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 
 

ウ 

医
学
は
急
速
に
発
展
し
、
免
疫
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
遺
伝
子
発
現
の
プ
ロ
セ
ス
に
対
す
る
研

究
も
病
気
の
治
療
法
も
驚
く
ほ
ど
進
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
の
「
い
の
ち
」
に
関

わ
る
問
題
が
解
決
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。 

 
 

エ 

人
間
が
自
分
ひ
と
り
の
力
で
生
き
て
い
る
と
い
う
考
え
は
近
代
以
降
の
人
々
の
思
い
上
が

り
で
あ
り
、
私
た
ち
は
周
囲
の
人
々
の
関
係
性
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
他
者

へ
の
感
謝
と
共
感
の
思
い
を
持
っ
て
生
き
る
べ
き
だ
。 



- 5 - 

 

二 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
（    

～    

は
段
落
番
号
） 

 

１ 

ひ
と
り
で
勝
手
に
お
掃
除
し
て
く
れ
る
ロ
ボ
ッ
ト
、
そ
の
能
力
を
飛
躍
的
に
向
上
さ
せ
る
な

ら
、
わ
た
し
た
ち
の
仕
事
を
い
つ
か
奪
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
向
き
も
あ
る
。
し

か
し
、
も
う
し
ば
ら
く
は
大
丈
夫
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
緒
に
暮
ら
し
始
め
て
み
る
と
、
そ

の
➀
〈
弱
さ
〉
も
い
く
つ
か
気
に
な
る
の
だ
。 

２ 

玄
関
な
ど
の
段
差
か
ら
落
ち
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
か
ら
は
な
か
な
か
這は

い
上
が
れ
な
い
。
部
屋

の
隅
に
あ
る
コ
ー
ド
類
を
巻
き
込
ん
で
ギ
ブ
ア
ッ
プ
し
た
り
、
時
に
は
椅
子
や
テ
ー
ブ
ル
な
ど
に
囲

ま
れ
、
そ
の
袋
小
路
か
ら
抜
け
出
せ
な
く
な
り
そ
う
に
な
る
。
「
ア
ホ
だ
な
あ
…
…
。
」
と
思
い
つ

つ
も
、
そ
ん
な
姿
に
何
と
な
く
ほ
っ
と
し
て
し
ま
う
。 

３ 

こ
う
し
た
関
わ
り
の
な
か
で
、
わ
た
し
た
ち
の
心
構
え
も
わ
ず
か
に
変
化
し
て
く
る
。
ロ
ボ
ッ

ト
の
ス
イ
ッ
チ
を
入
れ
る
前
に
、
部
屋
の
隅
の
コ
ー
ド
を
ａ
タ
バ
ね
は
じ
め
る
。
ロ
ボ
ッ
ト
の
先
回

り
を
し
て
は
、
床
の
上
に
乱
暴
に
置
か
れ
た
モ
ノ
を
取
り
除
い
て
い
た
り
す
る
。
い
つ
の
間
に
か
、

部
屋
の
な
か
は
き
れ
い
に
片
付
い
て
い
る
。
こ
の
ロ
ボ
ッ
ト
の
意
図
し
て
い
た
こ
と
で
は
な
い
に
せ

よ
、
周
り
の
手
助
け
を
上
手
に
引
き
出
し
な
が
ら
、
結
果
と
し
て
「
部
屋
の
な
か
を
お
掃
除
す
る
」

と
い
う
目
的
を
果
た
し
て
し
ま
う
。
こ
れ
も
、
ま
さ
し
く
〈
関
係
論
的
な
ロ
ボ
ッ
ト
〉
の
仲
間
だ
っ

た
の
で
あ
る
。 

４ 

先
に
述
べ
た
よ
う
に
「
コ
ー
ド
を
巻
き
込
ん
で
、
ギ
ブ
ア
ッ
プ
し
や
す
い
」
と
い
う
の
は
、
一

種
の
欠
陥
や
欠
点
で
あ
り
、
本
来
は
克
服
さ
れ
る
べ
き
も
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
見
方
を
変
え

る
な
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
「
わ
た
し
た
ち
に
一
緒
に
お
掃
除
に
参
加
す
る
た
め
の
余
地
や
余
白
を
残

し
て
く
れ
て
い
る
」
と
も
い
え
る
の
だ
。 

５ 

床
の
上
の
ホ
コ
リ
を
丁
寧
に
拾
い
集
め
る
の
は
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、

わ
た
し
た
ち
に
真
似
は
で
き
な
い
。
一
方
で
、
ロ
ボ
ッ
ト
の
進
行
を
先
回
り
し
な
が
ら
、
椅
子
を
並

べ
か
え
、
障
害
物
を
取
り
除
い
て
あ
げ
る
こ
と
は
、
わ
た
し
た
ち
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

一
緒
に
お
掃
除
し
な
が
ら
も
、
お
互
い
の
〈
強
み
〉
を
生
か
し
つ
つ
、
同
時
に
お
互
い
の
〈
弱
さ
〉

を
補
完
し
あ
っ
て
も
い
る
。 

６ 

で
も
、
ど
う
し
て
、
こ
の
よ
う
な
連
携
プ
レ
ー
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
。
一
つ
に
は
こ
の
ロ
ボ
ッ

ト
の
「
性
格
」
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
ぶ
つ
か
る
の
を
知
っ
て
か
識し

ら
ず
か
、
部
屋

の
壁
に
果
敢
に
突
き
進
ん
で
い
く
。
コ
ー
ド
に
巻
き
つ
い
て
も
、
そ
こ
か
ら
な
か
な
か
離
れ
よ
う
と

は
せ
ず
、
遂
に
は
ギ
ブ
ア
ッ
プ
…
…
。
そ
ん
な
失
敗
を
繰
り
返
し
て
も
、
懲
り
る
こ
と
が
な
い
。 

７ 

こ
こ
し
ば
ら
く
の
「
利
便
性
を
追
求
す
る
」
と
い
う
モ
ノ
作
り
の
流
れ
は
、
個
々
の
〈
弱
さ
〉

を
克
服
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
き
た
よ
う
だ
。
い
わ
ゆ
る
「
ひ
と
り
で
で
き
る
も
ん
！
」
（
注
）

を
め
ざ
そ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
面
的
な
利
便
性
は
高
ま
る
よ
う
に
思
う
け
れ
ど
、
一
方

で
は
➁
〈
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
〉
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
も
い
る
よ
う
だ
。 

13 

１ 
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８ 
例
の
お
掃
除
ロ
ボ
ッ
ト
が
も
っ
と
ｂ
カ
ン
ペ
キ
に
お
掃
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
ら
ど
う
だ
ろ

う
。
も
う
コ
ー
ド
に
巻
き
つ
い
て
ギ
ブ
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
ち
ょ
っ
と
し
た
段
差
で
あ

れ
ば
大
丈
夫
！ 

誰
の
助
け
も
借
り
る
こ
と
な
く
、
き
っ
ち
り
仕
事
を
こ
な
し
て
く
れ
る
。
そ
の
こ

と
で
わ
た
し
た
ち
の
手
間
も
だ
い
ぶ
省
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。
た
だ
、
ど
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
で
お
し
ま

い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
よ
う
な
の
だ
。 

９ 

➂
す
か
さ
ず
、「
も
っ
と
静
か
に
で
き
な
い
の
？
」
、「
も
っ
と
早
く
終
わ
ら
な
い
の
か
な
あ
」
、

「
こ
の
取
り
こ
ぼ
し
は
ど
う
な
の
？
」
と
、
そ
の
動
き
に
対
す
る
要
求
を
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て
し

ま
う
。
そ
う
し
た
要
求
に
ｃ
コ
タ
え
る
べ
く
、
技
術
者
も
新
た
な
機
能
の
開
発
に
勤い

そ

し
む
こ
と
に
。

ロ
ボ
ッ
ト
の
高
機
能
さ
は
、
わ
た
し
た
ち
の
（ 

Ⅰ 

）
を
引
き
出
す
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

（ 

Ⅱ 

）
の
よ
う
な
も
の
を
引
き
出
し
て
し
ま
う
よ
う
な
の
だ
。 

 

〈
お
掃
除
し
て
く
れ
る
ロ
ボ
ッ
ト
〉
と
〈
そ
れ
を
使
う
人
〉
、
そ
の
役
割
の
あ
い
だ
に
線
を
引
い

た
途
端
に
、
相
手
に
対
す
る
要
求
水
準
を
上
げ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
た
図
式
は
、
モ
ノ
と
の
関
わ
り

に
限
ら
ず
、
い
ま
至
る
と
こ
ろ
に
生
じ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。 

 
 

お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
世
話
を
す
る
と
い
う
な
に
げ
な
い
か
か
わ
り
が
職
業
に
な
っ
た
途
端
に
、

「
も
っ
と
も
っ
と
」
と
相
手
に
対
す
る
要
求
を
高
め
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、
〈
介
護
す
る
人
〉
と

〈
介
護
さ
れ
る
人
〉
と
の
間
に
垣
根
が
生
ま
れ
て
し
ま
う
。
あ
る
い
は
、
至
れ
り
尽
く
せ
り
の
講
義

を
準
備
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
〈
教
師
〉
に
対
し
て
「
も
っ
と
大
き
な
声
で
、
も
っ
と
ｄ
テ
ギ
ワ
よ
く
」

と
、
〈
学
生
た
ち
〉
か
ら
の
要
求
が
エ
ス
カ
レ
ー
ト
し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
る
。 

 

こ
う
し
た
場
面
に
遭
遇
す
る
た
び
に
、
➃
お
掃
除
ロ
ボ
ッ
ト
の
気
ま
ま
さ
や
あ
っ
け
ら
か
ん
と

し
た
姿
も
い
い
な
あ
と
思
う
。
ｅ
ロ
ウ
レ
ン
な
教
師
な
ら
ば
す
で
に
心
得
て
い
る
よ
う
に
、
「
こ
の

説
明
で
は
だ
れ
も
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
…
…
。
」
と
い
う
講
義
も
何
回
か
に
一
度
は
許
さ
れ
て
も

い
い
。
時
に
は
「
え
っ
、
な
に
こ
れ
？ 

ち
ょ
っ
と
わ
か
ら
な
い
。
ど
う
し
よ
う
…
…
。
」
と
い
う

学
生
た
ち
の
緊
張
感
も
必
要
だ
ろ
う
と
思
う
。
す
こ
し
緊
張
し
た
関
係
性
が
む
し
ろ
豊
か
な
学
び
を

引
き
出
し
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。 

 

同
様
の
こ
と
は
、
い
ま
各
方
面
か
ら
期
待
さ
れ
つ
つ
あ
る
人
工
知
能
や
ロ
ボ
ッ
ト
に
も
あ
て
は

ま
る
も
の
だ
。
自
動
で
運
転
し
て
く
れ
る
ク
ル
マ
と
い
う
の
も
便
利
そ
う
だ
け
れ
ど
、
い
つ
も
強
が

っ
て
ば
か
り
い
て
は
ど
う
か
と
思
う
。
「
ち
ょ
っ
と
、
こ
ん
な
霧
で
は
自
信
な
い
な
あ
…
…
。
」
と

と
き
ど
き
弱
音
を
吐
い
て
く
れ
た
ら
、
ド
ラ
イ
バ
ー
も
す
こ
し
は
手
伝
っ
て
あ
げ
よ
う
か
と
い
う
気

に
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。
「
さ
す
が
、
慣
れ
た
も
ん
だ
ね
…
…
。
こ
ん
な
と
こ
ろ
を
器
用
に
運
転
で
き

る
ん
だ
か
ら
…
…
。
」
と
つ
ぶ
や
く
自
動
運
転
シ
ス
テ
ム
を
横
目
に
、
と
き
に
は
得
意
顔
で
ド
ラ
イ

バ
ー
が
ハ
ン
ド
ル
を
握
る
よ
う
な
場
面
が
あ
っ
て
も
い
い
の
だ
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
岡
田
美
智
男
『
弱
い
ロ
ボ
ッ
ト
の
思
考
』
よ
り
） 

注
…
…
一
九
九
一
年
四
月
か
ら
二
〇
〇
〇
年
三
月
ま
で
Ｎ
Ｈ
Ｋ
教
育
テ
レ
ビ
で
放
送
さ
れ
て
い
た

番
組
で
、
子
ど
も
た
ち
が
家
事
や
料
理
に
自
力
で
挑
戦
す
る
様
子
を
紹
介
し
た
。 

 

11 12 13 10 
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【
問
一
】
二
重
傍
線
部
ａ
～
ｅ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
で
書
き
な
さ
い
。 

 

【
問
二
】
傍
線
部
➀
「
〈
弱
さ
〉
」
と
あ
る
が
、
こ
の
言
葉
だ
け
で
は
意
味
が
は
っ
き
り
し
な
い
。

こ
の
「
弱
さ
」
を
も
う
少
し
詳
し
く
説
明
し
た
部
分
を
探
し
出
し
、
十
字
以
内
で
そ
の
ま

ま
書
き
抜
き
な
さ
い
。 

 
 

 

【
問
三
】
傍
線
部
➁
「
〈
持
ち
つ
持
た
れ
つ
の
関
係
〉
」
と
は
ど
う
い
う
関
係
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
説

明
し
た
部
分
を
文
章
中
か
ら
四
十
字
以
内
で
探
し
出
し
、
そ
の
最
初
と
最
後
の
四
字
を
書

き
な
さ
い
。
（
句
読
点
等
の
表
記
記
号
は
字
数
に
含
め
な
い
。
） 

 

【
問
四
】
傍
線
部
➂
「
す
か
さ
ず
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選

び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 

ア 

不
満
げ
に 

 
 

イ 

直
ち
に 

 
 

ウ 

威
圧
的
に 

 
 

エ 

反
対
に 

 

 
 

 
 

【
問
五
】
（ 

Ⅰ 

）
と
（ 

Ⅱ 

）
に
入
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の

ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

  
 

ア 

Ⅰ
…
…
好
奇
心
や
向
上
心 

 
 

 

Ⅱ
…
…
醜
さ 

 
 

イ 

Ⅰ
…
…
期
待
感
や
感
動 

 
 

 
 

Ⅱ
…
…
依
存
心 

 
 

ウ 

Ⅰ
…
…
自
立
心
や
責
任
感 

 
 

 

Ⅱ
…
…
不
信
感 

 
 

エ 

Ⅰ
…
…
優
し
さ
や
工
夫 

 
 

 
 

Ⅱ
…
…
傲
慢
さ 

 

【
問
六
】
傍
線
部
➃
「
お
掃
除
ロ
ボ
ッ
ト
の
気
ま
ま
さ
や
あ
っ
け
ら
か
ん
と
し
た
姿
」
を
具
体
的
に
描 

写
し
た
一
続
き
と
な
る
三
つ
の
文

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
を
探
し
出
し
、
そ
の
一
番
目
の
文
の
最
初
の
五
字
と
三

番
目
の
文
の
最
後
の
五
字
を
書
き
な
さ
い
。
（
句
読
点
等
の
表
記
記
号
は
字
数
に
含
め
な

い
。
） 

 
 

 

【
問
七
】
次
の
会
話
文
は
、
岡
君
と
清
水
君
が
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
後
で
話
し
合
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
会
話
文
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。 

 
 

岡 
 

こ
の
文
章
は
お
掃
除
ロ
ボ
ッ
ト
と
い
う
、
今
、
人
気
の
商
品
を
取
り
上
げ
て
い
て
、
と
て

も
親
し
み
や
す
い
し
、
わ
か
り
や
す
い
ね
。 

 
 

清
水 

そ
う
だ
ね
。
し
か
も
、
そ
の
ロ
ボ
ッ
ト
の
描
写
が
、
ま
る
で
同
居
す
る
家
族
で
で
も
あ
る

か
の
よ
う
に
（ 

Ｘ 

）
化
さ
れ
て
い
る
の
も
親
し
み
や
す
さ
を
増
す
要
因
に
な
っ
て

い
る
ね
。 
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岡 
 

全
く
だ
。
そ
れ
か
ら
、
文
章
構
成
も
す
ば
ら
し
い
ね
。 

 
 

清
水 

文
章
構
成
？ 

ど
う
い
う
こ
と
？ 

具
体
的
に
説
明
し
て
ほ
し
い
な
。 

 
 

岡 
 

人
間
対
ロ
ボ
ッ
ト
と
い
う
固
有
の
関
係
性
か
ら
、
広
く
Ａ
今
日
の
社
会
に
お
け
る
商
品

作
り
の
基
本
精
神
へ
と
話
を
展
開
し
、
さ
ら
に
は
人
と
人
と
の
関
係
性
へ
と
話
を
深
め

て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
な
ん
だ
け
ど
ね
。 

 
 

清
水 

そ
う
か
。
な
る
ほ
ど
ね
。
そ
の
人
と
人
と
の
関
係
性
と
い
う
こ
と
で
言
う
と
、
人
間
同
士

の
関
係
と
い
う
の
は
本
来
お
互
い
の
信
頼
と
思
い
や
り
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
思

う
ん
だ
よ
ね
。
そ
れ
が
、
「
～
す
る
人
」
と
「
～
さ
れ
る
人
」
と
い
う
形
に
な
っ
て
、
文

章
中
の
筆
者
の
言
葉
で
言
う
と
「
Ｂ
そ
の
役
割
の
あ
い
だ
に
線
を
引
い
た
途
端
に
」
、

一
種
の 

Ｙ 

関
係
に
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
い
う
点
に
は
怖
い
も
の
が
あ
る
な
あ
。 

 
 

岡 
 

確
か
に
。
で
も
、
逆
に
筆
者
は
「
機
械
で
あ
れ
人
間
で
あ
れ
、
完
全
で
あ
る
必
要
は
な

い
。
Ｃ
む
し
ろ
足
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
ほ
う
が
、
そ
し
て
、
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
助
け

合
う
ほ
う
が
、
よ
り
温
か
み
の
あ
る
関
係
を
築
く
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
い
う
意
味
の
こ

と
も
言
っ
て
い
る
と
思
う
ん
だ
け
ど
、
こ
れ
に
は
と
て
も
勇
気
づ
け
ら
れ
る
ね
。 

  

⑴ 

右
の
会
話
文
中
の
（ 

Ｘ 

）
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
記

号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

 

ア 

親
愛 

 
 

イ 

戯
画 

 
 

ウ 

擬
人 

 
 

エ 

比
喩 

 

⑵ 

傍
線
部
Ａ
「
今
日
の
社
会
に
お
け
る
商
品
作
り
の
基
本
精
神
」
を
表
し
て
い
る
言
葉
を
文
章

中
か
ら
探
し
出
し
、
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。 

  

⑶ 

傍
線
部
Ｂ
に
つ
い
て
、
「
役
割
の
あ
い
だ
に
線
を
引
い
た
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
か
。 

次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

各
役
割
の
差
異
を
固
定
化
す
る 

 
 

イ 

役
割
同
士
を
緊
密
に
関
係
付
け
る 

ウ 

役
割
と
役
割
を
引
き
離
す 

 
 

 
 

エ 

各
役
割
の
特
徴
を
明
確
に
す
る 

 
 

 
 

 

⑷ 

右
の
会
話
文
中
の 

Ｙ 

に
最
も
よ
く
あ
て
は
ま
る
語
を
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
選
び
、
記 

 
 

号
で
書
き
な
さ
い
。 

 
 

 

ア 

因
果 
 

 

イ 

労
使 

 
 

ウ 

主
従 

 
 

エ 

利
害 

 
 

 

⑸ 

傍
線
部
Ｃ
で
岡
君
は
、
文
章
中
に
お
け
る
筆
者
の
思
い
を
「
む
し
ろ
足
り
な
い
と
こ
ろ
～
築

く
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
が
最
も
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る

段
落
を
探
し
出
し
、
そ
の
段
落
番
号
を
書
き
な
さ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
第１問 下記の１〜５のア〜エの単語のうち下線部の発音が他と異なるものを１つ選び、記号で答えな

さい。 

 
１. ア. laugh イ. taught ウ. tough エ. cough 

２. ア. weather イ. feather ウ. length エ. though 

３. ア. thread イ. seed ウ. treat エ. steam 

４. ア. police イ. purpose ウ. color エ. month 

５. ア. cottage イ. problem ウ. together エ. topic 

 
第２問 下記の１〜10 の英文の各空所に入れる適切な単語を下記の語群から選び、記号で答えなさい。 

 
１. He is a famous baseball player.  He seems very sure（ 1 ）himself.  

 
２. If you will be more careful, you can make up（ 2 ）this mistake.  

 
３. A novel is a（ 3 ）story, long enough to fill a complete book.  

 
４. To（ 4 ）means to think about something in order to make a decision.  

 
５. Jane is going to come back home（ 5 ）10 minutes.  

 
６. Anyone is sure（ 6 ）fail if he or she does it that way.  

 
７. You can meet him at the party the day（ 7 ）tomorrow.  

 
８. A poem is a piece of creative（ 8 ）in verse, expressing deep feelings.  

 
９. To（ 9 ）is to talk or write about something.  

 
10. He quarreled with his wife but soon he made up（ 10 ）her.  

 
 語群 

ア. written イ. in ウ. of エ. with オ. discuss 
カ. for キ. writing ク. after ケ. consider コ. to 

 
 

 

（一般） 静岡市立静岡看護専門学校 

令和６年度生 入学試験問題 （コミュニケーション英語Ⅰ・コミュニケーション英語Ⅱ） 

※ 答えは全て解答用紙に記入すること 

受験番号 氏名 



第３問 次の英文を読んで、下記の質問に答えなさい。 

 
  Queen Elizabeth the second passed away in 2022.  In U.K. the new king, Charles the third, has been 
enthroned.  However, in the United States, the president has the political power that the Democratic 
Party and the Republican Party always struggle for.  Thus, both are the same English-speaking countries, 
but Britain is a kingdom and America is a republic.  In a kingdom a king（ 1 ）a queen governs a 
country and in a republic a president does.  Considering the presence of kings and presidents historically, 
what can we find? 
  (A)As for the numbers of kings and presidents in the world, there are about 20 kings and more than 140 
presidents for the time being.  Many kingdoms have been reformed into republics historically and now 
many presidents govern their nations.  But the first nation might have begun as a kingdom in ancient 
Egypt and Mesopotamia while the first president came（ 2 ）in the United States of America.  The 
first president of the US was George Washington and the presidential system was established in the 
eighteenth century.  So, it has been only about 250 years since the system began. 
  (B)Speaking of the nation whose head is the king and the nation whose head is the president, what is the 
difference between them?  One of the main differences might be whose the nation is.  In the case of 
Japan, the emperor had its sovereignty（ 3 ）the Second World War.  But after Japan was defeated in 
the war, democracy was introduced（ 4 ）America and Japanese sovereignty has been handed over to 
the people.  And under the new Japanese constitution Japan adopts the political system of the 
constitutional monarchy with the emperor as the symbol of the nation.  In the condition that a king 
reigns but does not rule, the U.K. and Japan adopt the same political system.  As a（ 5 ）we can 
understand whether a nation is controlled by a particular person or the people makes a difference. 
 In England the Puritan Revolution（ 6 ）out in the seventeenth century.  The English Puritans 
executed King Charles the second and built a republican nation.  But, by the restoration of monarchy 
Britain returned to a kingdom.  The French Revolution occurred in the eighteenth century and France 
was transformed into a republic.  Thus, many countries in the world have been changed into republics
（ 7 ）the highest power is held not by kings but by the people. 
 Historically speaking, nations have ever changed from kingdoms to republics.  As for republics, 
socialist states exist as well as democratic states.  Therefore, the head of a nation is not only a president.  
But, the people have the national sovereignty in both of them. What can we understand here? （ 8 ）

the political system is, if the people had not the sovereignty of their nation, a revolution would occur.  
Nations will change for freedom from dictators. 
 
問１ 本文中の（1）〜（8）に入れる最も適切な単語を下記のア〜エから選び記号で答えなさい。 

 
（１） ア. and イ. nor ウ. or エ. but 

 
（２） ア. up イ. out ウ. on エ. to 

 
（３） ア. before イ. since ウ. by エ. after 

 
（４） ア. into イ. to ウ. for エ. from 

 
（５） ア. way イ. sense ウ. result エ. plan 

 
（６） ア. brought イ. broke ウ. went エ. blew 



 
（７） ア. where イ. when ウ. that エ. what 

 
（８） ア. However イ. Whenever ウ. Wherever エ. Whatever 

 
 
問２ 本文中の下線部(A)と(B)を日本語に訳しなさい。 

 
 
問３ 下記の１〜10 の英文の内容が本文の内容と一致する場合は T を、一致しない場合は F を解答欄に

記入しなさい。 

 
１. The Republican Party and the Democratic Party struggle for the political power in America. 
２. In a republic country a king governs the country. 
３. Many kingdoms have been changed into republics. 
４. The presidential system was established in U.K. in the eighteenth century. 
５. The emperor has the sovereignty in Japan. 
６. Since the World War II Japanese sovereignty has been handed over to the people. 
７. The U.K. and Japan adopt different political systems. 
８. The Puritan Revolution happened in England in the seventeenth century. 
９. The French Revolution caused France to be a republic. 

10. A king has the national sovereignty in a socialist state. 
 
第４問 下記の日本文を英文になおしなさい。 

 
１. 彼は将来看護師になろうと思っています。 

 
２. 彼女は毎日野菜を食べています。 

 



 
（一般） 静岡市立静岡看護専門学校 
 

   令和 6 年度生 入学試験問題（数学 I・数学 A） 

 
受験番号  氏名 

 
注意事項 
１． 解答は，答だけを別紙の解答用紙に記入して下さい。 

２． 計算には別紙の計算用紙を使い，計算用紙は持ち帰って下さい。 

３． 問題は，声を出して読んではいけません。 

 

問題 

 



 


