
 

 

金
沢
学
院
大
学
・
金
沢
学
院
短
期
大
学 

二
〇
二
四(

令
和
六)

年
度 

入
学
者
選
抜
試
験
問
題 

一
般
選
抜Ⅰ

期
〈
二
日
目
〉 

 
                                        

                 
      

二
〇
二
四
年
二
月
一
日
（
木
）
実
施 

 

 
国 

 

語

 

 

Ⅰ
 

注
意
事
項 

 
 

 
 

 

解
答
用
紙
の
解
答
科
目
欄
に
「
国
語
」
と
記
入
・
マ
ー
ク
し
て
か
ら
解
答
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 

問
題
は
1

ペ
ー
ジ
か
ら
20

ペ
ー
ジ
ま
で
あ
り
ま
す
。 

第
３
問
、
第
４
問
は
受
験
す
る
学
科
・
専
攻
に
よ
っ
て
解
答
す
る
設
問
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

 
 

 

問
題
は
持
ち
帰
っ
て
も
よ
い
で
す
が
、
コ
ピ
ー
し
て
配
布
・
使
用
す
る
こ
と
は
法
律
で
禁
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。 

Ⅱ
 

解
答
上
の
注
意 

 
 

 
 

 

解
答
用
紙
は
、
マ
ー
ク
式
解
答
用
紙
と
記
述
式
解
答
用
紙
の
2

種
類
が
あ
り
ま
す
。 

マ
ー
ク
式
の
問
題
で
、
「
解
答
は
マ
ー
ク
式
解
答
用
紙 

10

 

」
と
表
示
の
あ
る
問
い
に
対
し
て

④
と
解
答
す
る
場
合
は
、
下
記
の 

例
の
よ
う
に
マ
ー
ク
し
て
く
だ
さ
い
。
記
述
式
の
問
題
に
は
「
解
答
は 

記
述
式
解
答
用
紙 

」
と
表
示
が
あ
り
ま
す
の
で
、
記
述
式
の 

解
答
用
紙
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

（例）  

解答番号 解  答  欄 

10 ① ② ③ ● ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⓪ 

 



 

 

                      



 

 

          

問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
か
ら
で
す
。 
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第
１
問 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
７
）
に
答
え
よ
。 

 
心
（
魂
、
自
己
）
に
つ
い
て
の
探
究
は
、
西
欧
に
絞
っ
て
も
少
な
く
と
も
プ
ラ
ト
ン
以
来
二
五
〇
〇
年
の
歴
史
を
持
つ
。
哲
学
に
お
け
る
心
（
魂
、
自
己
、
意
識
、
主
観
性
）
の
探
究

は
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
観
察
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
心
」
に
つ
い
て
は
自
分
の
経
験
を
も
と
に
探
究
さ
れ
て
き
た
。
近
代
の
哲
学
の
出
発
点
で
あ
る
デ
カ
ル
ト
が

「
我
思
う
故
に
我
あ
り
」
と
書
き
留
め
た
の
は
、
確
実
な
知
の
基
盤
を
、
〝
自
分
自
身
が
思
考
す
る
こ
と
を
自
分
で
意
識
で
き
る
〟
と
い
う
内
省
に
求
め
た
営
み
だ
っ
た
。 

 

内
省
を
中
心
に
発
展
し
た
西
洋
近
代
哲
学
は
、
経
験
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
、
確
実
性
を
持
つ
「
自
己
」
を
哲
学
の
基
盤
に
据
え
よ
う
と
し
た
。
デ
カ
ル
ト
の
「
我
思
う
故
に
我
あ
り
」

も
、
う
つ
ろ
い
ゆ
く
あ
や
ふ
や
な
私
の
経
験
の
こ
と
で
は
な
い
。
経
験
が
ど
う
変
化
し
、
あ
る
い
は
夢
や
幻
覚
に
お
ち
い
っ
て
不
確
実
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
悪
い
霊
に
騙

だ

ま

さ
れ
て
間
違

っ
た
思
考
を
し
て
い
る
の
だ
と
し
て
も
、
〝
考
え
る
〟
と
い
う
運
動
そ
の
も
の
は
た
し
か
に
存
在
す
る
。
不
確
実
な
経
験
か
ら
は
切
り
離
さ
れ
た
、
確
実
に
存
在
す
る
思
考
の
確
保
こ

そ
が
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
問
題
と
な
っ
て
い
た
の
だ
。 

 

「
我
思
う
故
に
我
あ
り
」
と
い
う
確
実
に
存
在
す
る
自
己
を
起
点
と
し
つ
つ
、
世
界
を
認
識
す
る
主
観
性
の
構
造
を
考
察
す
る
と
い
う
仕
方
で
近
代
の
哲
学
は
発
展
し
た
。
世
界
か
ら

切
り
離
し
て
確
立
さ
れ
た
「
自
己
」
が
確
保
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
世
界
を
客
観
と
し
て
眺
め
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。 

こ
れ
以
降
の
哲
学
の
流
れ
に
お
い
て
も
、
哲
学
に
お
け
る
「
自
己
」
「
主
観
性
」
の
探
究
の
多
く
は
、
そ
れ
ら
を
経
験
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
方
向
性
を
持
っ
て
い
た
（
例
外
は 

（
注
１
）

デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム[

一
七
一
一
～
一
七
七
六]

に
は
じ
ま
る
経
験
論
哲
学
で
あ
る
）
。
経
験
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
認
識
主
体
と
し
て
の
「
自
己
」
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
経
験

か
ら
①

リ
ダ
ツ
し
た
客
観
と
し
て
の
世
界
や
社
会
も
探
究
で
き
る
と
考
え
た
の
だ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
（
ア
）

こ
の
流
れ
が
心
理
学
の
登
場
と
と
も
に
変
化
す
る
。 

 

心
や
自
己
を
客
観
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
実
験
心
理
学
は
、
一
八
七
九
年
に
（
注
２
）

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ン
ト
（
一
八
三
二
～
一
九
二
〇
）
が
ラ
イ
プ
チ
ッ
ヒ
大
学
哲
学
部
に
心
理

学
実
験
室
を
開
設
し
た
年
に
は
じ
ま
っ
た
。
た
だ
し
、
十
九
世
紀
末
の
実
験
心
理
学
の
黎
明
期

れ

い

め

い

き

に
お
い
て
は
、
核
と
な
る
自
己
の
探
究
の
補
助
手
段
と
し
て
、
実
験
が
行
わ
れ
て
い
た
に

過
ぎ
な
か
っ
た
。
高
橋
澪
子

み

お

こ

の
『
心
の
科
学
史
』
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ン
ト
の
個
人
心
理
学
は
「
〝
内
観
〟
に
よ
る
〝
私
秘
的
な
〟
意
識
過
程
の
分
析
過
程
」
を
探
究
す
る
も
の
で
あ
る
。
著

者
の
高
橋
は
「
〈
実
験
〉
が
、
ヴ
ン
ト
の
場
合
、
内
観
的
方
法
に
先
立
つ
予
備
的
操
作
と
し
て
の
、
き
わ
め
て
特
殊
な
意
味
し
か
持
た
な
か
っ
た
」
点
に
注
意
を
②

ウ
ナ
ガ
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
ヴ
ン
ト
の
弟
子
の
世
代
に
な
っ
た
と
き
に
、
実
験
に
よ
り
客
観
的
に
捉
え
ら
れ
た
デ
ー
タ
こ
そ
が
「
心
理
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
研
究
者
の
内

省
で
は
な
く
、
実
験
で
測
定
さ
れ
た
被
験
者
の
（
イ
）

「
心
理
現
象
」
が
学
問
の
対
象
と
な
る
の
だ
。 

そ
の
後
、
二
〇
世
紀
に
は
い
っ
て
行
動
主
義
心
理
学
が
登
場
す
る
と
こ
の
傾
向
は
徹
底
す
る
。
内
省
は
使
わ
れ
ず
、
「
被
験
者
は
も
は
や
自
分
自
身
の
内
面
の
〝
観
察
者
〟
で
は
な

く
、
与
え
ら
れ
た
刺
激
に
反
応
す
る
一
個
の
（
ウ
）

被
験
〝
体
〟
に
す
ぎ
な
く
な
っ
て
い
る
」
。
つ
ま
り
心
理
学
が
対
象
と
す
る
「
心
」
は
、
単
に
測
定
し
う
る
刺
激
に
対
す
る
反
応
を
意
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味
す
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。
心
理
現
象
と
は
単
な
る
デ
ー
タ
な
の
だ
。
高
橋
は
続
け
て
こ
う
書
い
て
い
る
。 

 
こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
視
覚
の
実
験
が
お
こ
な
わ
れ
る
暗
室
内
で
の
ブ
ザ
ー
や
言
語
を
用
い
て
の
応
答
も
、
実
験
〝
者
〟
と
被
験
〝
者
〟
と
い
う
二
人
の
人
間
の
間
で
取
り
交

わ
さ
れ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
で
は
な
く
な
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
被
験
者
が
自
ら
見
聞
き
し
た
（

自
ら
経
験
し
つ
つ
あ
る
）

こ
と
が
ら
を
実
験
者
に
知
ら
せ
る
た
め
の
〝

合
図
〟

で
は
な
く
光
や
音
な
ど
の
刺
激
に
対
す
る
被
験
〝
体
〟
の
〝
反
応
〟
（
身
体
的
応
答
）
の
一
種
に
す
ぎ
な
く
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
実
験
者
だ
け
が
唯
一
の
観
察

者
で
あ
っ
て
、
（ 

a 
）
、
そ
の
実
験
者
が
観
察
し
て
い
る
対
象
は
、
そ
こ
に
い
る
被
験
体
が
示
す
〝
声
を
出
す
〟
と
か
〝
ブ
ザ
ー
を
押
す
〟
な
ど
の
身
体
的
反
応
の
数
々
だ
け

で
あ
る
。 

 日
常
生
活
に
お
い
て
、
人
の
「
心
」
は
誰
か
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
お
し
て
「
私
の
心
」
「
あ
な
た
の
心
」
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
も
の
で
あ
る
。
心
と
呼
ば
れ
る
現
象
は
、

私
か
ら
あ
な
た
へ
、
あ
る
い
は
あ
な
た
か
ら
私
へ
と
い
う
交
流
の
現
場
で
生
じ
る
。
と
こ
ろ
が
実
験
心
理
学
に
お
い
て
は
、
人
工
的
な
実
験
の
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
刺
激
や
間
い

か
け
に
対
す
る
「
反
応
」
が
「
心
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
、
人
間
同
士
の
い
き
い
き
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
視
野
か
ら
消
え
る
。
被
験
者
が
「
声
を
出
す
」
こ
と
も
、
心
情
表
現

で
は
な
く
、
ブ
ザ
ー
と
同
じ
よ
う
な
身
体
反
応
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
だ
。
（ 

b 

）
「
怒
り
」
は
脳
画
像
の
よ
う
な
計
測
可
能
な
感
情
と
し
て
問
題
に
な
る
の
で
あ
っ
て
、
怒

り
を
引
き
起
こ
し
た
あ
な
た
と
私
の
あ
い
だ
の
人
格
的
交
流
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。（ 

c 

）
怒
り
と
は
何
ら
か
の
理
由
が
あ
っ
て
あ
な
た
か
ら
私
へ
向
け
ら
れ
る
出
来
事
で
あ
り
、

本
来
は
計
測
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。 

行
動
主
義
心
理
学
で
は
、
研
究
対
象
と
な
る
の
は
あ
く
ま
で
客
体
化
さ
れ
た
心
理
現
象
で
あ
り
、
人
間
が
被
験
者
で
あ
っ
て
も
問
題
に
な
る
の
は
事
物
的
な
反
応
に
限
ら
れ
る
。
社

会
的
文
脈
や
そ
の
人
と
他
の
人
と
の
人
格
的
な
交
流
は
③

ド
ガ
イ
シ
さ
れ
る
の
だ
。
現
在
非
常
に
発
達
し
て
い
る
認
知
科
学
や
脳
神
経
科
学
も
、
（
測
定
に
用
い
る
機
器
は
④

カ
ク
ダ
ン

に
進
歩
し
た
と
は
言
え
）
研
究
の
基
本
的
な
構
え
に
お
い
て
は
行
動
主
義
心
理
学
と
変
わ
ら
な
い
。
心
は
あ
く
ま
で
刺
激
に
対
し
て
反
応
す
る
デ
ー
タ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
の
だ
。 

こ
れ
ま
で
の
議
論
を
ふ
り
か
え
っ
て
お
き
た
い
。
自
然
科
学
、
社
会
学
、
心
理
学
は
、
人
間
の
経
験
か
ら
独
立
し
た
デ
ー
タ
を
求
め
る
こ
と
で
、
自
然
と
い
う
客
体
、
社
会
と
い
う
客

体
、
心
と
い
う
客
体
を
生
ん
だ
。
三
つ
の
客
体
が
生
ま
れ
る
ど
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
も
、
（
エ
）

人
間
の
主
体
的
な
経
験
は
消
さ
れ
て
い
っ
た
。
あ
る
い
は
心
理
学
に
お
い
て
そ
う
で
あ

る
よ
う
に
、
経
験
そ
の
も
の
が
デ
ー
タ
と
な
っ
て
数
値
へ
と
切
り
詰
め
ら
れ
て
い
く
。
人
間
の
経
験
は
、
感
覚
や
感
情
、
体
の
動
き
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
対
人
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な

や
り
と
り
や
、
社
会
の
影
響
、
自
然
と
の
や
り
と
り
を
含
み
こ
む
。
自
然
・
社
会
・
心
の
客
体
化
を
通
じ
て
自
然
・
社
会
・
心
が
「
モ
ノ
」
あ
る
い
は
デ
ー
タ
に
な
る
と
き
、
経
験
と
い

う
「
や
り
と
り
」
が
視
野
の
外
へ
と
消
さ
れ
る
。 
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こ
の
と
き
一
人
ひ
と
り
の
一
人
称
的
な
経
験
と
二
人
称
的
な
交
流
の
価
値
が
切
り
詰
め
ら
れ
て
い
く
。
客
観
化
す
る
学
問
そ
の
も
の
が
悪
い
わ
け
で
は
な
い
。
客
観
化
が
、
世
界
の

す
べ
て
、
人
間
の
す
べ
て
、
真
理
の
す
べ
て
を
⑤

オ
オ
い
尽
く
し
て
い
る
と
思
い
こ
む
こ
と
で
、
私
た
ち
自
身
の
経
験
を
そ
の
ま
ま
言
葉
で
語
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
こ
と
が
問
題
な

の
だ
。 

（
村
上
靖
彦
『
客
観
性
の
落
と
し
穴
』
に
よ
る
。
一
部
改
変
。
） 

 

（
注
）
1 

デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム  

 
 

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
哲
学
者
、
歴
史
家
、
随
筆
家
。 

2 

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ン
ト  

 
 

ド
イ
ツ
の
生
理
学
者
、
哲
学
者
、
心
理
学
者
。 

実
験
心
理
学
の
父
と
称
さ
れ
る
。 

 

     

問
１ 

傍
線
部
①
～
⑤
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
改
め
よ
。
解
答
は 

記
述
式
解
答
用
紙 

。 

 

① 

リ
ダ
ツ  

② 

ウ
ナ
ガ
し
て 

 

③ 

ド
ガ
イ
シ 

 

④ 

カ
ク
ダ
ン 

 

⑤ 

オ
オ
い
尽
く
し
て 

 

問
２ 

傍
線
部
（
ア
）
「
こ
の
流
れ
が
」
と
あ
る
が
、
そ
の
説
明
を
わ
か
り
や
す
く
ま
と
め
た
も
の
が
次
の
文
章
で
あ
る
。 

 
 

文
中
の
空
欄 

A 

～ 

C

 

に
入
る
最
も
適
当
な
語
句
を
本
文
中
か
ら
書
き
抜
き
、 

記
述
式
解
答
用
紙 

に
記
入
せ
よ
。
た
だ
し
、
同
じ
記
号
の
空
欄
に
は
同
じ
語
句
が
入
る
。 

 

 

西
洋
近
代
哲
学
の
出
発
点
で
あ
る
デ
カ
ル
ト
以
降
、
心
や 

A 

を
世
界
や
自
分
の 

B 

か
ら
切
り
離
し
、
認
識
主
体
と
し
て
の 

A 

を
確
保
し
て
、
世
界
や
社
会
、 

 

B 

を 

C

 

と
し
て
眺
め
、
探
究
で
き
る
と
考
え
る
潮
流
。 
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問
３ 

傍
線
部
（
イ
）
「
心
理
現
象
」
と
あ
る
が
、
本
文
中
で
こ
の
「
心
理
現
象
」
と
は
異
な
る
意
味
で
使
用
さ
れ
て
い
る
語
句
を
、
次
の

①
～
⑤
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 

解
答
番
号
は 

1 

。 

 

① 
計
測
可
能
な
感
情  

② 

心
情
表
現 

 

③ 

ブ
ザ
ー
と
同
じ
よ
う
な
身
体
反
応 

 
 

 

④ 

事
物
的
な
反
応 

 

⑤ 

刺
激
に
対
し
て
反
応
す
る
デ
ー
タ 

 

問
４ 

傍
線
部
（
ウ
）
「
被
験
〝
体
〟
」
と
あ
る
が
、
「
被
験
者
」
と
「
被
験
〝
体
〟
」
の
違
い
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
、
次
の

①
～
⑤
の
中
か
ら
一

つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

2

 
。 

 

① 

「
被
験
者
」
は
実
験
者
と
同
じ
よ
う
に
内
省
を
使
っ
て
自
分
の
心
を
観
察
す
る
が
、
「
被
験
〝
体
〟
」
は
自
分
自
身
の
身
体
も
観
察
し
て
学
問
の
対
象
と
し
て
探
究
す
る
。 

② 

「
被
験
者
」
は
実
験
者
に
協
力
し
自
ら
実
験
の
対
象
と
な
る
が
、
「
被
験
〝
体
〟
」
は
実
験
で
測
定
さ
れ
る
客
体
と
し
て
の
対
象
で
、
受
動
的
に
与
え
ら
れ
た
刺
激
に
反
応
す
る
。 

③ 

「
被
験
者
」
は
実
験
者
と
は
違
っ
て
自
分
自
身
の
内
面
の
観
察
者
で
あ
る
が
、
「
被
験
〝
体
〟
」
は
内
省
を
使
い
、
自
分
の
心
は
刺
激
に
対
し
て
反
応
す
る
デ
ー
タ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。 

④ 

「
被
験
者
」
は
実
験
者
と
応
答
す
る
自
分
自
身
の
内
面
の
観
察
者
で
も
あ
る
が
、
「
被
験
〝
体
〟
」
は
実
験
で
与
え
ら
れ
た
刺
激
に
反
応
す
る
一
個
の
身
体
的
反
応
に
す
ぎ
な
い
。 

⑤ 

「
被
験
者
」
は
実
験
者
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
交
わ
し
言
語
に
よ
る
応
答
も
あ
る
が
、
「
被
験
〝
体
〟
」
は
身
体
を
通
し
て
対
人
関
係
の
さ
ま
ざ
ま
な
や
り
と
り
を
し 

て
人
格
的
交
流
を
す
る
。 

 

問
５ 

空
欄
（ 

a 

）
～
（ 

c 

）
に
あ
て
は
ま
る
語
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の

①
～
⑥
の
中
か
ら
一
つ
ず
つ
選
べ
。
た
だ
し
、
同
じ
も
の
を
二
回
以
上
選
ん
で
は
な
ら
な
い
。 

 
 

解
答
番
号
は
a

＝ 

3

 

、
b

＝ 

4

 

、
c

＝ 

5 

。 

 

 
 

① 

た
と
え
ば 

 
 

② 

と
こ
ろ
で 

 
 

③ 

ま
た 

 
 

④ 

む
し
ろ 

 
 

⑤ 
す
る
と 

 
 

⑥ 

し
か
し 
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問
６ 

本
文
全
体
を
読
ん
で
、
次
のⅠ

～Ⅴ

の
そ
れ
ぞ
れ
の
文
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
に
当
て
は
ま
る
も
の
に

①
、
当
て
は
ま
ら
な
い
も
の
に

②
を
マ
ー
ク
せ
よ
。 

 
 

解
答
番
号
はⅠ

＝ 

6

 

、Ⅱ

＝ 

7

 

、Ⅲ

＝ 

8

 

、Ⅳ

＝ 

9

 

、Ⅴ

＝ 

10 

。 

 

Ⅰ
 

世
界
か
ら
切
り
離
し
て
確
立
さ
れ
た
「
自
己
」
が
確
保
さ
れ
た
か
ら
こ
そ
、
世
界
を
客
観
と
し
て
眺
め
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
・
ヒ

ュ
ー
ム
や
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ン
ト
も
、
デ
カ
ル
ト
の
流
れ
を
汲 く

ん
で
い
る
。 

Ⅱ
 

日
常
生
活
に
お
い
て
心
と
呼
ば
れ
る
現
象
は
、
私
か
ら
あ
な
た
へ
、
あ
る
い
は
あ
な
た
か
ら
私
へ
と
い
う
交
流
の
現
場
で
生
じ
る
が
、
実
験
心
理
学
に
お
い
て
は
、
人
工
的
な

実
験
に
お
け
る
刺
激
や
間
い
か
け
に
対
す
る
「
反
応
」
が
「
心
」
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
。 

Ⅲ
 

ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ン
ト
の
個
人
心
理
学
で
は
、
研
究
者
の
内
省
で
は
な
く
、
実
験
で
測
定
さ
れ
た
被
験
者
の
「
心
理
現
象
」
が
学
問
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。 

Ⅳ
 

自
然
科
学
、
社
会
学
、
心
理
学
は
、
人
間
の
経
験
か
ら
独
立
し
た
デ
ー
タ
を
求
め
る
こ
と
で
自
然
・
社
会
・
心
と
い
う
客
体
を
生
み
、
自
然
・
社
会
・
心
が
「
モ
ノ
」
と
な
っ

て
数
値
へ
と
切
り
詰
め
ら
れ
て
い
く
。 

Ⅴ
 

自
然
、
世
界
、
人
間
、
真
理
の
す
べ
て
を
客
観
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
同
士
の
い
き
い
き
し
た
経
験
や
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
デ
ー
タ
化
し
数
値
化
し
て
い
く
学
問

そ
の
も
の
を
筆
者
は
批
判
し
て
い
る
。 

 

問
７ 

次
の
文
は
傍
線
部
（
エ
）
「
人
間
の
主
体
的
な
経
験
は
消
さ
れ
て
い
っ
た
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
文
全
体
を
ふ
ま
え
、
次
の
空
欄 

 
 

 
 

に
入
る
適
当
な
文

章
を
60

字
以
内
で
書
け
（
た
だ
し
、
句
読
点
も
一
字
に
含
む
）
。
解
答
は 
記
述
式
解
答
用
紙 

。 

  
 

 

自
然
科
学
、
社
会
学
、
心
理
学
が
自
然
・
社
会
・
心
を
客
体
化
し
て
い
く
過
程
で
、 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
60

字
以
内
） 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

が
切
り
詰
め
ら
れ
て

い
く
と
い
う
こ
と
。 
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第
２
問 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
６
）
に
答
え
よ
。 

 

東
京
の
小
説
家
が
山
梨
県
の
御
坂
峠
に
あ
る
茶
屋
に
滞
在
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
た
び
た
び
一
羽
の
大
鷲 わ

し

が
現
わ
れ
、
そ
の
大
鷲
を
御
坂
峠
の
人
た
ち
は
ク
ロ
と
呼
ん
で
い
る
。
小
説
家
は
そ

の
鷲
が
猿
を
さ
ら
っ
て
い
く
と
こ
ろ
を
目
撃
し
て
驚
く
。
茶
屋
で
は
ハ
チ
公
と
い
う
犬
を
飼
っ
て
お
り
、
そ
の
ハ
チ
公
が
吠 ほ

え
る
と
、
大
鷲
が
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。 

あ
る
日
、
茶
屋
に
映
画
撮
影
の
一
行
が
や
っ
て
く
る
。
そ
の
撮
影
隊
の
上
空
に
ク
ロ
が
現
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
撮
影
隊
に
よ
れ
ば
、
伊
豆
の
谷
津
温
泉
に
い
る
と
き
に
も
大
鷲
が
現
わ
れ
、

宿
泊
先
の
南
京
荘
の
女
中
が
天
城
山
の
鷲
だ
と
言
っ
た
と
い
う
。
そ
の
撮
影
隊
と
茶
店
の
人
と
の
会
話
を
小
説
家
も
聞
い
て
い
た
。 

 

 
 

（
注
１
）

御
坂
峠
の
茶
店
に
泊
っ
て
い
る
四
十
男
の
小
説
家
は
、
彼
も
（
注
２
）

谷
津
温
泉
の
南
京
荘
に
出
か
け
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
す
で
に
彼
は
峠
の
茶
店
の
主
人
と
同
じ
よ
う
に
、
ク
ロ
は
御

坂
峠
の
ク
ロ
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
八
年
こ
の
か
た
ク
ロ
は
御
坂
峠
の
主
で
あ
り
今
後
と
も
同
様
で
あ
る
べ
き
筈 は

ず

で
あ
る
。
そ
れ
を
谷
津
温
泉
で
は
、
（
注
３
）

天
城
山
の
鷲
だ
と
言
い
だ
し
て
い

る
そ
う
で
あ
る
。
峠
の
茶
店
の
主
人
も
こ
れ
に
は
大
い
に
心
を
悩
ま
し
て
、
こ
の
ま
ま
（
ア
）

こ
の
重
大
問
題
を
等
閑
に
し
て
お
い
て
は
仕
事
も
手
に
つ
か
ぬ
と
言
い
出
し
た
。
茶
店
の
お
か
み
さ

ん
も
、
う
ち
の
亭
主
は
こ
の
二
三
日
来
た
い
へ
ん
痩
せ
た
よ
う
だ
と
言
い
出
し
た
。 

 

茶
店
の
主
人
と
四
十
男
の
小
説
家
は
、
崖
の
鼻
で
陽 ひ

向 な
た

ぼ
っ
こ
を
や
り
な
が
ら
相
談
し
た
。 

「
お
客
さ
ん
、
ど
う
思
う
ず
ら
？ 

鷲
は
山
の
奥
に
住
む
ち
ゅ
う
が
、
こ
の
御
坂
峠
は
天
城
山
と
か
谷
津
な
ん
ど
よ
り
も
山
奥
だ
な
？ 

誰
に
き
い
て
も
無
論
そ
う
い
う
ず
ら
」 

「
し
か
し
、
一
方
で
は
こ
う
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ク
ロ
は
御
坂
峠
を
根
城
に
し
て
（
注
４
）

笹
子
か
ら
（
注
５
）

黒
岳
、
南
は
遠
く
伊
豆
の
天
城
山
ま
で
、
彼
が
広
い
広
い
縄
張
り
を
持

っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
考
え
方
も
あ
る
だ
ろ
う
」 

「
そ
り
ゃ
、
ク
ロ
自
身
と
す
り
ゃ
、
天
城
山
な
ん
か
縄
張
り
に
す
る
の
は
朝
め
し
前
だ
。
（
イ
）

何
し
ろ
ク
ロ
は
、
清
濁
あ
わ
せ
呑 の

む
じ
ゃ
。
し
か
し
な
が
ら
谷
津
温
泉
場
で
、
ク
ロ
の
こ
と
を
天

城
山
の
鷲
ち
ゅ
う
た
と
は
、
我
慢
な
ら
ん
じ
ゃ
」 

「
そ
の
点
、
同
感
だ
」 

「
も
し
天
城
山
の
鷲
ち
ゅ
う
の
が
、
ク
ロ
と
別
の
鷲
な
ら
、
こ
り
ゃ
問
題
で
な
い
じ
ゃ
。
し
か
し
な
が
ら
、
活
動
写
真
の
一
座
は
何
と
言
う
た
？ 

あ
れ
は
天
城
山
の
鷲
じ
ゃ
ち
ゅ
う
た
。
わ
れ

わ
れ
は
、
悲
憤
に
た
え
ん
じ
ゃ
」 

「
そ
れ
に
つ
い
て
、
僕
は
谷
津
温
泉
と
い
う
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
鷲
を
、
実
地
に
見
て
来
る
つ
も
り
だ
」 
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「
そ
れ
、
そ
れ
、
う
ち
の
望
遠
鏡
を
持
っ
て
っ
て
、
と
く
と
見
と
ど
け
て
来
る
こ
と
じ
ゃ
」 

 

二
人
が
そ
う
い
う
相
談
を
し
て
い
る
と
、
坂
の
下
か
ら
バ
ス
が
来
て
（
ウ
）

角
帽
を
か
ぶ
っ
た
学
生
が
ひ
と
り
降
り
た
。
バ
ス
の
運
転
手
も
女
車
掌
も
降
り
て
来
て
、
女
車
掌
は
清
水
を
汲 く

み
と

っ
て
車
に
水
を
入
れ
た
り
彼
女
の
埃

ほ
こ
り

だ
ら
け
の
服
に
ブ
ラ
シ
を
か
け
た
り
し
た
。
運
転
手
は
土
間
に
は
い
っ
て
足
を
投
げ
出
し
て
椅
子
に
腰
か
け
、
茶
店
の
お
か
み
さ
ん
に
お
茶
を
つ
い
で
も

ら
い
黄
色
い
饅 ま

ん

頭
じ
ゅ
う

を
た
べ
て
い
た
。 

 

角
帽
の
学
生
は
（
注
６
）

ラ
イ
カ
を
富
士
山
に
向
け
、
三
枚
も
四
枚
も
同
じ
風
景
を
写
し
て
い
た
。
彼
は
崖
の
鼻
の
小
説
家
と
茶
店
の
主
人
の
そ
ば
に
来
て
、 

「
絶
景
で
す
ね
、
涼
し
く
っ
て
い
い
で
し
ょ
う
ね
？ 

羨
ま
し
い
な
あ
」 

 

そ
う
言
っ
て
崖
の
鼻
の
二
人
に
ラ
イ
カ
を
向
け
、 

「
す
み
ま
せ
ん
、
ち
ょ
っ
と
点
景
人
物
に
な
っ
て
下
さ
い
」 

 

と
言
っ
た
。 

 

学
生
は
三
枚
も
四
枚
も
同
じ
位
置
で
撮
影
し
て
、
左
様
な
ら
と
も
言
わ
な
い
で
バ
ス
に
乗
っ
た
。 

 

崖
の
二
人
は
、
そ
の
ま
ま
黙
っ
て
そ
こ
に
腰
を
か
け
て
い
た
。
暫
く
し
て
か
ら
茶
店
の
主
人
は
決
定
的
に
言
っ
た
。 

「
そ
う
だ
、
ク
ロ
を
呼
ん
で
や
ろ
う
」 

 

彼
は
ハ
チ
公
に
吠
え
さ
せ
て
、
空
に
ク
ロ
を
呼
び
よ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
っ
た
。 

 

小
説
家
は
そ
こ
を
動
こ
う
と
し
な
か
っ
た
。
彼
は
ふ
と
こ
ろ
か
ら
手
帳
を
と
り
出
し
て
、
な
が
い
あ
い
だ
費
や
し
て
ノ
ー
ト
を
と
っ
た
。 

  

事
実
、
小
説
家
は
崖
の
鼻
に
腰
を
か
け
、
な
が
い
あ
い
だ
費
や
し
て
ノ
ー
ト
を
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら
手
帳
を
懐
に
お
さ
め
る
と
、
事
実
、
谷
津
温
泉
へ
出
か
け
る
用
件
に
つ
い
て
思
案
し

た
。
そ
れ
は
先
ず
出
か
け
る
前
に
、
ラ
ジ
オ
で
予
め
大
体
の
天
気
を
見
定
め
て
、
東
南
の
風
の
吹
く
日
に
目
的
地
に
行
く
よ
う
に
す
る
。
も
し
宿
に
着
い
て
も
空
に
謂 い

わ
ゆ
る
天
城
山
の
鷲
が
現

わ
れ
な
か
っ
た
ら
、
女
中
に
鷲
の
翼
の
色
や
、
羽
根
の
欠
け
て
い
る
恰 か

っ

好
や
飛
翔

し
ょ
う

す
る
工
合
な
ど
詳
し
く
き
き
だ
す
必
要
が
あ
る
。
も
し
ク
ロ
と
同
じ
鷲
と
き
ま
っ
た
ら
、
そ
の
鷲
は
断
じ
て

天
城
山
の
鷲
と
い
う
の
で
は
な
い
と
女
中
に
由
緒
を
明
ら
か
に
し
て
言
い
き
か
せ
る
必
要
が
あ
る
。
も
し
女
中
が
そ
れ
を
上
の
空
で
き
い
て
い
る
よ
う
な
ら
、
時
な
ら
ぬ
チ
ッ
プ
を
ど
っ
さ
り
や

っ
て
、
彼
女
の
注
意
を
う
な
が
す
の
が
良
策
だ
ろ
う
。
場
合
に
よ
っ
て
は
「
お
い
、
番
頭
を
呼
べ
、
番
頭
を
」
と
重
々
し
く
出
る
方
法
も
あ
る
。
だ
が
自
暴
自
棄
で
大
酒
を
飲
み
「
お
う
い
こ
ら
、

県
知
事
を
呼
べ
、
県
知
事
を
」
と
叫
び
、
行
政
問
題
な
ど
口
走
る
よ
う
な
醜
態
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
一
方
、
廊
下
で
女
優
や
そ
の
後
援
者
に
出
会

で

く

わ

す
よ
う
な
場
合
に
も
「
御

坂
峠
の
ク
ロ
は
絶
対
だ
。
お
邸
の
ク
ロ
で
は
な
い
ぞ
」
と
い
う
よ
う
に
、
き
こ
え
よ
が
し
に
言
う
の
も
禁
物
で
あ
る
。
（
エ
）

そ
れ
は
御
坂
峠
の
ク
ロ
の
名
折
れ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。 
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小
説
家
は
い
つ
の
間
に
か
、
女
優
と
そ
の
後
援
者
が
谷
津
の
温
泉
宿
に
来
る
も
の
と
半
ば
き
め
て
い
た
。
他
愛
も
な
い
妄
想
だ
と
自
分
で
否
定
し
な
が
ら
も
、
そ
の
妄
想
に
よ
れ
ば
、
彼
女
の

後
援
者
は
ク
ロ
の
こ
と
を
不
図
し
た
お
慰
み
の
気
で
「
吾 わ

が

輩
の
流
星
号
」
と
言
う
か
も
し
れ
な
い
お
そ
れ
が
あ
っ
た
。
ま
た
彼
女
は
ク
ロ
の
こ
と
を
「
殿
様
の
お
邸
の
ク
ロ
」
と
断
定
す
る
お
そ

れ
が
あ
っ
た
。
（
オ
）

門
閥
家
の
気
ま
ぐ
れ
と
い
う
も
の
は
、
た
い
て
い
庶
民
に
勝
手
ち
が
い
の
思
い
を
さ
せ
な
い
場
合
は
な
い
の
で
あ
る
。 

 

小
説
家
は
終
バ
ス
で
出
発
す
る
こ
と
に
し
た
。
幸
い
茶
店
の
ラ
ジ
オ
は
、
明
日
は
晴
れ
、
岳
麓
は
南
の
風
、
伊
豆
湘
南
地
方
は
東
南
の
風
と
報
じ
て
い
た
。 

 

茶
店
の
主
人
は
ハ
チ
公
を
坂
の
下
か
ら
連
れ
帰
っ
て
、
御
飯
を
ど
っ
さ
り
食
べ
さ
し
た
。
そ
し
て
ハ
チ
が
一
寝
入
り
す
る
と
、
ハ
チ
の
首
に
縄
を
つ
け
て
黒
岳
路
の
道
し
る
べ
の
立
札
に
縛
り

つ
け
た
。 

 

茶
店
の
主
人
は
韋 い

駄
天
で
家
の
な
か
に
駆
け
込
む
と
、
お
か
み
さ
ん
の
羽
織
を
す
っ
ぽ
り
頭
に
か
ぶ
り
四
つ
這 ば

い
に
な
っ
て
裏
口
か
ら
現
わ
れ
た
。
ハ
チ
公
は
低
い
唸 う

な

り
声
を
出
し
て
怪
し
い

四
つ
這
い
を
ね
ら
っ
た
が
、
こ
の
賢
い
犬
は
直
ぐ
に
そ
れ
が
飼
い
主
で
あ
る
こ
と
を
見
ぬ
い
て
し
ま
っ
た
。
ハ
チ
は
背
中
が
痒 か

ゆ

い
か
の
よ
う
に
身
を
揉 も

ん
で
両
足
を
前
に
伸
ば
し
、
頭
を
振
っ
て

ふ
ざ
け
る
真
似
を
し
た
。
茶
店
の
主
人
は
四
つ
這
い
で
歩
き
な
が
ら
、
遠
く
か
ら
小
説
家
に
助
太
刀
を
求
め
た
。 

「
わ
あ
お
客
さ
ん
、
あ
ん
た
も
、
異
様
な
風
態
を
し
て
お
く
れ
、
頼
む
じ
ゃ
あ
。
二
階
の
押
し
入
れ
に
、
女
優
の
忘
れ
て
っ
た
赤
い
裏
の
羽
織
が
あ
る
。
あ
れ
を
裏
返
し
に
か
ぶ
っ
て
来
る
の
じ

ゃ
。
ハ
チ
が
吠
え
る
ず
ら
」 

 

小
説
家
は
潔
く
立
っ
て 

「
合
点
だ
」 

と
言
っ
た
。 

（
井
伏
鱒
二
「
大
空
の
鷲
」
に
よ
る
。
一
部
改
変
。
） 

 

（
注
）
1 

御
坂
峠      

山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
と
笛
吹
市
富
士
御
坂
町
の
境
に
あ
る
峠
。
富
士
山
、
河
口
湖
の
北
側
に
あ
る
。 

2 

谷
津
温
泉    

  

静
岡
県
賀
茂
郡
河
津
町
。
伊
豆
半
島
の
東
南
、
河
津
川
河
口
近
く
の
南
側
に
あ
る
温
泉
地
。
御
坂
峠
か
ら
は
、
直
線
距
離
で
南
南
東
約
九
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

3 

天
城
山      

伊
豆
半
島
の
中
央
部
に
東
西
に
広
が
る
山
。
天
城
山
は
連
山
の
総
称
。
御
坂
峠
か
ら
は
、
直
線
距
離
で
南
南
東
約
八
三
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

4 

笹
子      

御
坂
峠
の
北
側
、
山
梨
県
大
月
市
と
甲
州
市
と
の
境
に
あ
る
笹
子
峠
の
こ
と
。
御
坂
峠
か
ら
は
北
に
直
線
距
離
五
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

5 

黒
岳      

河
口
湖
の
北
、
山
梨
県
南
都
留
郡
富
士
河
口
湖
町
に
あ
る
標
高
一
七
九
三
メ
ー
ト
ル
の
山
。
御
坂
峠
か
ら
は
西
に
約
三
・
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。 

6 

ラ
イ
カ    

 

ド
イ
ツ
の
老
舗
カ
メ
ラ
メ
ー
カ
―
。
こ
の
文
章
で
は
ラ
イ
カ
社
製
の
カ
メ
ラ
を
指
す
。 
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問
１ 

傍
線
部
（
ア
）
「
こ
の
重
大
問
題
を
等
閑
に
し
て
お
い
て
は
」
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
意
味
か
。
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

11

 

。 

  
 

① 
ク
ロ
と
呼
ん
で
い
る
鷲
の
縄
張
り
が
、
御
坂
峠
だ
け
で
は
な
く
、
谷
津
温
泉
に
も
及
ぶ
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
で
、
真
剣
に
悩
ん
で
い
て
は 

 
 

② 

ク
ロ
と
呼
ん
で
い
る
鷲
以
外
の
鷲
が
、
天
城
山
に
生
息
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
、
い
い
か
げ
ん
な
噂

う
わ
さ

に
引
き
ず
ら
れ
て
し
ま
っ
て
は 

 
 

③ 

ク
ロ
と
呼
ん
で
い
る
鷲
が
ど
こ
か
ら
飛
ん
で
く
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
、
自
分
た
ち
抜
き
で
勝
手
に
決
め
る
こ
と
を
許
し
て
お
い
て
は 

 
 

④ 

ク
ロ
と
呼
ん
で
い
る
鷲
が
、
今
後
と
も
御
坂
峠
に
来
て
く
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
を
、
楽
観
的
に
考
え
て
安
心
し
た
ま
ま
で
は 

 
 

⑤ 

ク
ロ
と
呼
ん
で
い
る
鷲
の
根
城
が
、
御
坂
峠
な
の
か
天
城
山
な
の
か
と
い
う
問
題
を
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
と
考
え
て
放
っ
て
お
い
て
は 

 

問
２ 

傍
線
部
（
イ
）
「
何
し
ろ
ク
ロ
は
、
清
濁
あ
わ
せ
呑
む
じ
ゃ
」
と
は
、
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
言
っ
た
も
の
か
。
40

字
以
内
で
答
え
よ
。
解
答
は 

記
述
式
解
答
用
紙 

。 

 

問
３ 

傍
線
部
（
ウ
）
「
角
帽
を
か
ぶ
っ
た
学
生
が
ひ
と
り
降
り
た
」
と
あ
る
が
、
文
章
の
中
で
こ
の
学
生
は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
次
の

①
～
⑤
の
う
ち
か
ら

最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

12

 
。 

  
 

① 

都
会
で
暮
ら
す
育
ち
の
い
い
人
物
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
田
舎
と
都
会
の
経
済
的
な
格
差
が
存
在
す
る
現
実
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。 

 
 

② 

気
ま
ま
で
自
由
な
人
物
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
は
対
照
的
な
、
因
習
や
人
間
関
係
に
縛
ら
れ
る
田
舎
の
閉
鎖
性
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。 

 
 

③ 

観
光
客
目
線
で
も
の
を
見
る
人
物
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
所
か
ら
は
理
解
し
が
た
い
地
元
の
プ
ラ
イ
ド
と
連
帯
の
熱
い
空
気
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。 

 
 

④ 

自
己
中
心
的
な
言
動
を
す
る
人
物
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
茶
屋
の
人
々
が
小
説
家
に
さ
り
気
な
く
気
遣
っ
て
い
る
日
常
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。 

 
 

⑤ 

自
分
の
世
界
を
し
っ
か
り
持
っ
て
い
る
人
物
を
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
場
の
空
気
を
読
む
茶
屋
の
人
々
や
小
説
家
の
言
動
の
特
徴
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。 
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問
４ 

傍
線
部
（
エ
）
「
そ
れ
は
御
坂
峠
の
ク
ロ
の
名
折
れ
に
ほ
か
な
ら
ぬ
」
と
あ
る
が
、
こ
の
意
味
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の
空
欄 

Ⅰ
 

、 
Ⅱ

 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
を
そ
れ
ぞ
れ
、

5

字
以
上
10

字
以
内
で
入
れ
よ
。
解
答
は 

記
述
式
解
答
用
紙 

。 

  
 

 

御
坂
峠
の
ク
ロ
だ
と
い
う
事
実
を
皆
に
広
め
る
た
め
と
は
い
え
、 

Ⅰ
 

や
り
方
で
そ
れ
行
う
こ
と
は
ク
ロ
の 

Ⅱ
 

こ
と
に
な
る
。 

 

問
５ 

傍
線
部
（
オ
）
「
門
閥
家
の
気
ま
ぐ
れ
と
い
う
も
の
は
、
た
い
て
い
庶
民
に
勝
手
ち
が
い
の
思
い
を
さ
せ
な
い
場
合
は
な
い
の
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
意
味
か
。
最
も
適
当

な
も
の
を
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

13

 

。 

  
 

① 

家
柄
の
良
い
人
た
ち
の
気
ま
ぐ
れ
な
考
え
は
、
お
お
よ
そ
庶
民
の
常
識
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
も
の
に
な
る
。 

 
 

② 

家
柄
の
良
い
人
た
ち
の
気
ま
ぐ
れ
な
考
え
は
、
多
く
の
場
合
、
庶
民
に
場
違
い
な
気
ま
ず
さ
を
与
え
る
も
の
に
な
る
。 

 
 

③ 

家
柄
の
良
い
人
た
ち
の
気
ま
ぐ
れ
な
考
え
は
、
例
外
な
く
庶
民
に
と
っ
て
は
有
害
な
も
の
に
な
る
。 

 
 

④ 

家
柄
の
良
い
人
た
ち
の
気
ま
ぐ
れ
な
考
え
は
、
必
ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
庶
民
を
馬
鹿
に
し
た
よ
う
な
も
の
と
な
る
。 

 
 

⑤ 

家
柄
の
良
い
人
た
ち
の
気
ま
ぐ
れ
な
考
え
は
、
意
外
と
庶
民
の
想
定
し
た
範
囲
の
う
ち
に
収
ま
る
も
の
に
な
る
。 
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問
６ 

こ
の
文
章
に
お
け
る
構
成
や
表
現
の
特
徴
を
説
明
し
た
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
べ
。
解
答
番
号
は 

14

 

。 

  
 

① 
小
説
家
が
一
羽
の
野
性
の
大
鷲
の
根
城
を
、
確
か
な
根
拠
も
な
く
断
定
す
る
御
坂
峠
の
人
々
に
迎
合
し
て
い
る
姿
を
、
戯
画
的
に
描
い
て
い
る
。
茶
店
の
主
人
の
指
示
に
従
っ
て
女

物
の
羽
織
を
被
っ
て
道
化
じ
み
た
こ
と
を
や
ろ
う
と
す
る
と
こ
ろ
な
ど
、
徹
底
し
て
語
り
手
は
小
説
家
を
冷
笑
の
対
象
と
し
て
い
る
。 

 
 

② 

一
羽
の
野
性
の
大
鷲
を
地
元
の
英
雄
の
よ
う
に
考
え
る
御
坂
峠
の
茶
店
の
主
人
に
感
化
さ
れ
、
小
説
家
も
妄
想
を
逞

た
く
ま

し
く
し
な
が
ら
協
力
し
て
い
く
様
子
が
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
描
か

れ
て
い
る
。
方
言
交
じ
り
の
日
常
会
話
の
中
に
大
げ
さ
で
硬
い
言
い
回
し
が
混
じ
る
と
こ
ろ
も
、
チ
グ
ハ
グ
な
お
か
し
さ
が
出
て
い
る
。 

 
 

③ 

一
羽
の
野
性
の
大
鷲
の
存
在
が
御
坂
峠
の
人
々
に
語
ら
れ
て
い
る
う
ち
に
、
小
説
家
も
巻
き
込
ん
で
神
格
化
さ
れ
て
い
く
過
程
が
、
時
間
を
追
っ
て
客
観
的
に
描
か
れ
て
い
る
。
茶

店
の
主
人
が
女
物
の
羽
織
を
被
っ
て
動
物
に
化
け
る
場
面
に
は
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
中
に
神
事
の
際
の
舞
の
よ
う
な
厳
粛
な
空
気
が
漂
う
。 

 
 

④ 

一
羽
の
野
性
の
大
鷲
が
大
空
を
自
由
に
飛
び
回
る
こ
と
と
対
照
的
に
、
人
間
た
ち
が
そ
の
鷲
を
め
ぐ
っ
て
狭
い
世
界
で
争
う
様
を
描
く
こ
と
で
、
人
間
の
愚
か
さ
を
寓 ぐ

う

話
的
に
示
し

て
い
る
。
動
物
に
化
け
た
姿
が
ハ
チ
公
に
見
破
ら
れ
る
と
こ
ろ
は
、
自
ら
の
愚
行
に
気
づ
か
な
い
人
間
の
哀
れ
さ
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。 

 
 

⑤ 

こ
れ
ま
で
伊
豆
地
方
の
人
か
ら
、
山
奥
の
田
舎
者
と
低
く
見
ら
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
御
坂
峠
の
人
々
の
憤
懣 ま

ん

を
、
一
羽
の
野
性
の
大
鷲
の
根
城
に
こ
だ
わ
る
こ
と
を
通
し
て
象
徴
的

に
描
い
て
い
る
。
大
鷲
に
つ
い
て
小
説
家
と
対
等
に
会
話
す
る
場
面
か
ら
は
、
御
坂
峠
の
人
々
の
矜

き
ょ
う

持
が
生
々
し
く
伝
わ
っ
て
来
る
。 
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第
３
問
、
第
４
問
は
受
験
す
る
学
科
・
専
攻
に
よ
っ
て
解
答
す
る
設
問
が
異
な
り
ま
す
の
で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

  

【
大
学
】
情
報
工
学
科 

経
済
学
科 

経
営
学
科 

 
 

 
 

文
学
科
（
英
米
文
学
専
攻
、
心
理
学
専
攻
） 

教
育
学
科 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

上
記
学
科
・
専
攻
の
受
験
者
は
、
第
３
問
を
解
答
し
な
さ
い
。 

芸
術
学
科 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

（
13

ペ
ー
ジ
～
16

ペ
ー
ジ
） 

栄
養
学
科 

ス
ポ
ー
ツ
科
学
科 

【
短
大
】
現
代
教
養
学
科 

食
物
栄
養
学
科 

幼
児
教
育
学
科 

  

【
大
学
】
文
学
科
（
日
本
文
学
専
攻
、
歴
史
学
・
考
古
学
専
攻
）
の
受
験
者
は
、
第
４
問
【
古
文
】
を
解
答
し
な
さ
い
。 

（
17

ペ
ー
ジ
～
20

ペ
ー
ジ
） 
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第
３
問 

次
の
【
文
章Ⅰ

】
と
【
文
章Ⅱ

】
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
１
～
２
）
に
答
え
よ
。 

 

【
文
章Ⅰ
】 

 

 

唐
突
に
お
も
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
近
代
の
都
市
生
活
と
い
う
の
は
寂
し
い
も
の
だ
。
「
近
代
化
」
と
い
う
か
た
ち
で
、
ひ
と
び
と
は
社
会
の
さ
ま
ざ
ま
な
く
び
き

、
、
、
、
「
封
建

的
」
と
い
わ
れ
た
く
び
き

、
、
、
か
ら
身
を
も
ぎ
は
な
し
て
、
じ
ぶ
ん
が
だ
れ
で
あ
る
か
を
じ
ぶ
ん
で
証
明
で
き
る
、
あ
る
い
は
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
社
会
を
つ
く
り
あ
げ
て
き
た
。
す

く
な
く
と
も
理
念
と
し
て
は
、
身
分
に
も
家
業
に
も
親
族
関
係
に
も
階
級
に
も
性
に
も
民
族
に
も
囚
わ
れ
な
い
「
自
由
な
個
人
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
社
会
を
め
ざ
し
て
、
で
あ
る
。

「
自
由
な
個
人
」
と
は
、
彼
／
彼
女
が
帰
属
す
る
社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
自
由
な
個
人
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
都
市
へ
の
大
量
の
人
口
流
入
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
血
縁
と
か
地

縁
と
い
っ
た
生
活
上
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
し
だ
い
に
弱
体
化
し
、
家
族
生
活
も
夫
婦
を
中
心
と
す
る
核
家
族
が
基
本
と
な
っ
て
世
代
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
が
崩
れ
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
社

会
の
メ
デ
ィ
ア
化
も
急
速
に
進
行
し
、
そ
う
し
て
個
人
は
そ
の
神
経
を
じ
か
に
「
社
会
」
と
い
う
も
の
に
接
続
さ
せ
る
よ
う
な
社
会
に
な
っ
て
い
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
中
間
世
界
と
い
う
も

の
が
消
失
し
て
、
個
人
は
「
社
会
」
の
な
か
を
漂
流
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。 

 

社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
自
由
な
個
人
と
は
、
裏
返
し
て
い
え
ば
、
み
ず
か
ら
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
選
択
し
つ
つ
自
己
を
構
成
す
る
個
人
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
じ
ぶ
ん
が
だ
れ

で
あ
る
か
を
み
ず
か
ら
決
定
も
し
く
は
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
論
の
自
由
、
職
業
の
自
由
、
婚
姻
の
自
由
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
が
そ
の
こ
と
を
表
し
て

い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
「
自
由
な
個
人
」
が
群
れ
集
う
都
市
生
活
は
、
い
わ
ゆ
る
シ
ス
テ
ム
化
と
い
う
か
た
ち
で
大
規
模
に
、
緻
密
に
組
織
さ
れ
て
ゆ
か
ざ
る
を
え
ず
、
そ
し
て

個
人
は
そ
の
な
か
に
緊
密
に
組
み
込
ま
れ
て
し
か
個
人
と
し
て
の
生
存
を
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
じ
ぶ
ん
で
選
択
し
て
い
る
つ
も
り
で
じ
つ
は
社
会
の
ほ
う
か
ら
選

択
さ
れ
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
し
か
じ
ぶ
ん
を
意
識
で
き
な
い
の
だ
。
社
会
の
な
か
に
じ
ぶ
ん
が
意
味
の
あ
る
場
所
を
占
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
社
会
に
と
っ
て
の
意
味
で
あ
っ
て

じ
ぶ
ん
に
と
っ
て
の
意
味
で
は
な
い
ら
し
い
と
い
う
感
覚
の
な
か
で
し
か
確
認
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。
そ
こ
で
ひ
と
は
「
じ
ぶ
ん
の
存
在
」
を
、
す
こ
し
急 せ

い
て
、
わ
た
し
を
わ

た
し
と
し
て
名
ざ
し
す
る
他
者
と
の
関
係
の
な
か
に
求
め
る
よ
う
に
な
る
。
わ
た
し
の
存
在
は
他
者
の
意
識
の
宛
先
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
も
っ
と
も
く
っ
き
り
見
え
て

く
る
も
の
だ
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
私
的
な
、
あ
る
い
は
親
密
な
個
人
的
関
係
と
い
う
も
の
に
、
ひ
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
「
わ
た
し
」
を
賭
け
る
こ
と
に
な
る
。
近
代
の
都
市
生
活
と
は
、
個

人
に
と
っ
て
は
、
社
会
的
な
も
の
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
ま
す
ま
す
親
密
な
も
の
の
圏
内
に
縮
め
ら
れ
て
ゆ
く
、
そ
う
い
う
過
程
で
も
あ
る
の
だ
。 

 

現
代
の
都
市
生
活
者
の
存
在
感
情
の
底
に
あ
ま
ね
く
静
か
に
浸
透
し
て
き
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
「
寂
し
さ
」
、
そ
れ
が
、
い
ま
、
だ
れ
か
と
「
つ
な
が
っ
て
い
た
い
」
と
い
う

ひ
り
ひ
り
と
し
た
疼

う
ず

き
と
な
っ
て
現
象
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ケ
ー
タ
イ
は
そ
の
意
味
で
き
わ
め
て
現
代
的
な
ツ
ー
ル
だ
。
だ
れ
か
と
の
関
係
の
な
か
で
傷
つ
く
痛
み
の

ほ
う
が
、
身
体
の
フ
ィ
ジ
カ
ル
な
痛
み
よ
り
も
、
よ
ほ
ど
リ
ア
ル
だ
と
い
う
、
そ
う
い
う
〈
魂
〉
の
光
景
が
、
そ
こ
に
映
し
だ
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
お
も
う
。 

（
鷲
田
清
一
『
感
覚
の
幽
い
風
景
』
に
よ
る
。
一
部
改
変
。
） 
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【
文
章Ⅱ

】 
「
割
に
合
う
か
ど
う
か
」
と
い
う
観
点
の
み
に
も
と
づ
い
て
物
事
の
正
否
を
判
断
す
る
思
考
法
を
、
「
交
換
の
論
理
」
と
呼
び
た
い
と
思
い
ま
す
。 

「
努
力
は
報
わ
れ
る
／
報
わ
れ
な
い
」
と
い
う
視
点
で
す
ら
、
交
換
の
論
理
の
一
部
を
な
し
て
い
ま
す
。
努
力
と
い
う
支
払
い
に
見
合
う
報
酬
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
と
い
う
発
想
自

体
が
、
す
で
に
交
換
の
論
理
に
根
差
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

交
換
の
論
理
は
「
差
し
出
す
も
の
」
と
そ
の
「
見
返
り
」
が
等
価
で
あ
る
よ
う
な
や
り
取
り
を
志
向
し
、
貸
し
借
り
無
し
の
フ
ラ
ッ
ト
な
関
係
を
求
め
ま
す
。
で
す
か
ら
、
交
換
の
論

理
を
生
き
る
人
は
打
算
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 

そ
れ
ゆ
え
、
交
換
の
論
理
を
生
き
る
人
間
は
、
他
人
を
「
手
段
」
と
し
て
扱
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
、
彼
ら
の
言
動
や
行
為
に
は
「
お
前
の
代
わ
り
は
他
に
い
く
ら
で
も
い
る
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
透
け
て
見
え
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
〈
私
〉
は
あ
く
ま
で
も
利
益
と
い

う
目
的
に
対
す
る
手
段
で
し
か
な
い
か
ら
で
す
。 

 

だ
か
ら
信
頼
で
き
な
い
の
で
す
。 

 

つ
ま
り
、
贈
与
が
無
く
な
っ
た
世
界
（
交
換
が
支
配
的
な
社
会
）
に
は
、
信
頼
関
係
が
存
在
し
な
い
。
裏
を
返
せ
ば
、
信
頼
は
贈
与
の
中
か
ら
し
か
生
じ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

だ
と
す
る
と
、
交
換
的
な
人
間
関
係
し
か
構
築
し
て
こ
な
か
っ
た
人
は
、
そ
の
あ
と
ど
う
な
る
の
か
？ 

 

周
囲
に
贈
与
的
な
人
間
が
お
ら
ず
、
ま
た
自
分
自
身
が
贈
与
主
体
で
な
い
場
合
、
僕
ら
は
簡
単
に
孤
立
、
、
し
て
し
ま
い
ま
す
。 

 

僕
ら
が
仕
事
を
失
う
こ
と
を
恐
れ
る
の
は
、
経
済
的
な
理
由
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

仕
事
を
失
う
こ
と
が
そ
の
ま
ま
他
者
と
の
つ
な
が
り
の
喪
失
を
意
味
す
る
が
ゆ
え
に
恐
れ
る
の
で
す
。 

 

仕
事
を
失
い
、
か
つ
頼
れ
る
家
族
や
友
人
知
人
な
ど
が
い
な
い
場
合
、
僕
ら
は
簡
単
に
孤
立
す
る
。 

 

（
中
略
） 

 

交
換
の
論
理
を
採
用
し
て
い
る
社
会
、
つ
ま
り
贈
与
を
失
っ
た
社
会
で
は
、
誰
か
に
向
か
っ
て
「
助
け
て

、
、
、
。
」
と
乞
う
こ
と
が
原
理
的
に
で
き
な
く
な
る

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
。
何
も
持
た
な
い
状
況
で

は
、
誰
か
を
頼
り
、
誰
か
に
助
け
を
求
め
る
こ
と
が
原
理
的
に
不
可
能
な
の
で
す
。 

（
近
内
悠
太
『
世
界
は
贈
与
で
で
き
て
い
る
』
に
よ
る
。
一
部
改
変
。
） 
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問
１ 

K

さ
ん
は
授
業
で
【
文
章Ⅰ

】
と
【
文
章Ⅱ

】
を
読
ん
で
、
「
現
代
社
会
」
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
整
理
す
る
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
メ
モ
を
作
成
し
た
。
K

さ
ん
が
作
成
し

た
メ
モ
の
空
欄 

A 

～ 

E 

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
語
句
を
、
本
文
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
け
。
解
答
は 

記
述
式
解
答
用
紙 

。 

 

【
K

さ
ん
の
メ
モ
】 

（
１
）
共
通
し
て
い
る
要
素 

ど
ち
ら
も
「
現
代
社
会
の
課
題
」
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。 

 

（
２
）
「
現
代
社
会
に
対
す
る
認
識
」
の
違
い 

【
文
章Ⅰ

】 

近
代
の
都
市
生
活
は
、
個
人
を 

A

 

か
ら
自
由
に
す
る
一
方
、
個
人
を
社
会
の 

B 

の
中
に
緊
密
に
組
み
込
み
、
じ
ぶ
ん
の 

C 

に
不
安 

を
感
じ
さ
せ
る
結
果
を
も
た
ら
せ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
だ
れ
か
と
「
つ
な
が
っ
て
い
た
い
」
と
い
う
「
寂
し
い
」
ひ
と
た
ち
が
出
現
し
た
の
で
あ
る
。 

【
文
章Ⅱ

】 

相
手
が
割
に
合
う
か
ど
う
か
で
判
断
す
る
「
交
換
の
論
理
」
で
は
、
他
人
に
対
価
を
求
め
打
算
的
に
な
る
。
贈
与
の
な
い
社
会
で
は 

D 

が
存
在
せ 

ず
、
ま
た
誰
か
の
援
助
を
求
め
ら
れ
ず
、
人
々
は
孤
立
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
つ
な
が
り
の 

E 

を
恐
れ
る
の
で
あ
る
。 

 

（
３
）
自
分
の
考
え 

 
 

 

F
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問
２ 

K

さ
ん
は
【
文
章Ⅰ

】
と
【
文
章Ⅱ

】
を
読
ん
で
、
自
分
の
考
え
を
書
い
た
。
空
欄 

F

 

に
最
も
あ
て
は
ま
る
も
の
を
、
次
の

➀
～

➄
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 

解
答
番
号
は 

15 

。 

 

① 

【
文
章Ⅰ

】
は
、
中
間
世
界
の
消
失
に
よ
っ
て
「
社
会
」
の
中
に
漂
流
す
る
近
代
の
都
市
生
活
者
は
、
自
分
の
存
在
に
無
関
心
で
あ
る
他
者
を
求
め
て
き
た
と
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
自
分
の
存
在
価
値
を
高
め
、
自
立
し
て
生
活
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。 

② 

【
文
章Ⅱ

】
は
、
交
換
の
論
理
を
採
用
し
て
い
る
社
会
と
は
、
他
人
を
目
的
の
た
め
の
手
段
と
し
か
考
え
ず
、
物
事
を
損
得
で
考
え
る
社
会
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ

ゆ
え
、
時
に
は
誰
か
に
頼
り
、
他
者
と
の
つ
な
が
り
を
大
切
に
し
た
社
会
を
築
い
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。 

③ 

【
文
章Ⅱ

】
は
、
贈
与
が
な
く
な
っ
た
社
会
で
は
、
誰
か
に
依
存
し
、
誰
か
に
向
か
っ
て
大
き
な
声
で
援
助
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
誰

一
人
取
り
残
す
こ
と
が
な
い
、
扶
助
し
合
え
る
よ
う
な
温
か
な
社
会
を
築
い
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。 

④ 

【
文
章Ⅰ

】
は
、
誰
か
と
つ
な
が
っ
て
い
た
い
と
思
う
人
た
ち
が
増
え
、
電
車
内
で
携
帯
電
話
ば
か
り
を
見
て
い
る
人
が
増
え
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間

同
士
の
つ
な
が
り
を
つ
く
れ
る
よ
う
な
豊
か
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
築
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。 

⑤ 

【
文
章Ⅱ

】
は
、
他
者
の
こ
と
を
手
段
と
し
て
し
か
見
な
さ
な
い
人
が
多
い
社
会
で
は
、
何
か
裏
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
疑
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
が
冷
静
に
判
断
し
、
一
人
で
も
生
き
て
い
け
る
社
会
を
築
い
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。 
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第
４
問
【
古
文
】 

次
の
文
章
は
『
方
丈
記
』
の
一
節
で
、
遷
都
に
つ
い
て
記
し
て
い
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
後
の
問
い
に
答
え
よ
。 

 
ま
た
、
（
注
１
）

治
承
四
年
（

a

）

水
無
月
の
頃
、
に
は
か
に
都
遷
り
侍
り
き
。
い
と
思
ひ
の
外
な
り
し
事
な
り
。 

（

b

）

お
ほ
か
た
こ
の
京
の
は
じ
め
を
聞
け
る
事
は
、
嵯 さ

峨 が

の
天
皇
の
御
時
、
都
と
さ
だ
ま
り
（
ア
）

に
け
る
よ
り
後
、
す
で
に
四
百
余
歳
を
経
た
り
。
（

c

）

こ
と
な
る
ゆ
ゑ
な
く
て
、

た
や
す
く
改
ま
る
べ
く
も
あ
ら
ね
ば
、
こ
れ
を
世
の
人
安
か
ら
ず
憂
へ
あ
へ
る
、
げ
に
こ
と
わ
り
に
も
過
ぎ
た
り
。
さ
れ
ど
、
と
か
く
い
ふ
か
ひ
な
く
て
、
帝
よ
り
は
じ
め
奉
り
て
、
大

臣
公
卿
み
な
こ
と
ご
と
く
移
ろ
ひ
給
ひ
ぬ
。
世
に
仕
ふ
る
ほ
ど
の
人
、
た
れ
か
一
人
ふ
る
さ
と
に
残
り
を
ら
む
。
官
位
に
思
ひ
を
か
け
、
主
君
の
か
げ
を
頼
む
ほ
ど
の
人
は
、
一
日
な
り

と
も
疾
く
移
ろ
は
む
と
は
げ
み
、
時
を
失
ひ
世
に
あ
ま
さ
れ
て
、
期
す
る
所
な
き
者
は
、
憂
へ
な
が
ら
と
ま
り
を
り
。
軒
を
争
ひ
し
人
の
す
ま
ひ
、
日
を
経
つ
つ
荒
れ
ゆ
く
。
家
は
こ
ぼ

た
れ
て
淀
河
に
う
か
び
、
地
は
目
の
ま
へ
に
畠

は
た
け

と
な
る
。
人
の
心
み
な
改
ま
り
て
、
（
イ
）

た
だ
馬
鞍

く
ら

を
の
み
重
く
す
。
牛
車
を
よ
う
す
る
人
な
し
。
西
南
海
の
領
所
を
願
ひ
て
、
東
北

の
庄

し
や
う

園
を
好
ま
ず
。 

そ
の
時
、
お
の
づ
か
ら
事
の
た
よ
り
あ
り
て
、
津
の
国
の
今
の
京
に
至
れ
り
。
所
の
あ
り
さ
ま
を
見
る
に
、
南
は
海
近
く
て
下
れ
り
。
波
の
音
つ
ね
に
か
ま
び
す
し
く
、
し
ほ
風
こ
と

に
は
げ
し
。
内
裏
は
山
の
中
な
れ
ば
、
（
注
２
）

か
の
木
の
丸
殿
も
か
く
や
と
、
な
か
な
か
や
う
か
は
り
て
、
優
な
る
か
た
も
侍
り
。
日
々
に
こ
ぼ
ち
、
川
も
狭 せ

に
運
び
く
だ
す
家
、 

（
ウ
）

い
づ
く
に
作
れ
る
に
か
あ
る
ら
む
。
な
ほ
空
し
き
地
は
多
く
、
作
れ
る
屋
は
少
な
し
。
古
京
は
す
で
に
荒
れ
て
、
新
都
は
い
ま
だ
成
ら
ず
。
あ
り
と
し
あ
る
人
は
皆
浮
雲
の
思
ひ
を

な
せ
り
。
も
と
よ
り
こ
の
所
に
を
る
も
の
は
、
地
を
失
ひ
て
憂
ふ
。
今
移
れ
る
人
は
、
土
木
の
わ
づ
ら
ひ
あ
る
事
を
歎

な
げ

く
。
道
の
ほ
と
り
を
見
れ
ば
、
車
に
乗
る
べ
き
は
馬
に
乗
り
、
衣 い

冠
く
わ
ん

布 ほ

衣 い

な
る
べ
き
は
多
く
（
注
３
）

直
垂

ひ
た
た
れ

を
着
た
り
。
都
の
手
振
り
た
ち
ま
ち
に
改
ま
り
て
、
た
だ
ひ
な
び
た
る
武
士

も
の
の
ふ

に
異
な
ら
ず
。 

 （
注
）
1 

治
承
四
年  

 
 

一
一
八
〇
年
。 

 
 

 

2 

か
の
木
の
丸
殿  

 
 

斉
明
天
皇
の
行
宮
で
あ
っ
た
朝
倉
宮
を
指
す
。
朝
倉
宮
は
丸
木
で
作
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ
る
。 

 
 

 

3 

直
垂  

 
 

衣
服
の
一
種
で
、
主
に
武
士
が
着
用
し
た
。 
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問
１ 

二
重
傍
線
部
（
a

）
～
（
c

）
の
文
中
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。 

 
 

解
答
番
号
は
a

＝ 

15

 

、
b

＝ 

16

 

、
c=

 

17 

。 

 

（
a

）
「
水
無
月
」 

① 

二
月  

 

② 

四
月 

 

③ 

六
月 
 

④ 

八
月 

 

⑤ 

十
月 

 

（
b

）
「
お
ほ
か
た
」 

 
 

① 

公
式
に 

 

② 

詳
細
に 

 

③ 

一
説
に 

 

④ 

一
体
に 

 

⑤ 

絶
対
に 

 

（
c

）
「
こ
と
な
る
」 

① 

異
常
な 

 

② 

特
別
な 
 

③ 

愚
か
な 

 

④ 

納
得
で
き
る 

 

⑤ 

変
わ
っ
て
い
る 

 

問
２ 

傍
線
部
（
ア
）
「
に
」
の
文
法
的
な
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

18

 

。 

 

① 

格
助
詞 

 
 

② 

接
続
助
詞 

 
③ 
完
了
の
助
動
詞
の
連
用
形 

④ 

断
定
の
助
動
詞
の
連
用
形 

⑤ 

形
容
動
詞
の
活
用
語
尾 
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問
３ 

傍
線
部
（
イ
）
「
馬
鞍
を
の
み
重
く
す
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

19 

。 

 
① 
遷
都
の
前
は
、
移
動
手
段
と
し
て
牛
車
よ
り
も
馬
が
好
ま
れ
た
。 

 
 

② 

遷
都
の
前
は
、
馬
の
鞍
を
重
く
飾
り
つ
け
る
こ
と
が
好
ま
れ
た
。 

 
 

③ 

遷
都
の
後
は
、
移
動
手
段
と
し
て
牛
車
よ
り
も
馬
が
好
ま
れ
た
。 

 
 

 

④ 

遷
都
の
後
は
、
馬
の
鞍
を
重
く
飾
り
つ
け
る
こ
と
が
好
ま
れ
た
。 

 
 

⑤ 

遷
都
の
後
は
、
移
動
手
段
と
し
て
馬
よ
り
も
牛
車
が
好
ま
れ
た
。 

 
 

問
４ 

傍
線
部
（
ウ
）「
い
づ
く
に
作
れ
る
に
か
あ
る
ら
む
」
に
込
め
ら
れ
た
作
者
の
感
慨
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

20 

。 

 

① 

家
を
建
て
替
え
た
と
し
て
も
住
ま
う
人
が
い
な
い
こ
と
を
憂
い
て
い
る
。 

② 

家
々
が
集
ま
る
場
所
こ
そ
が
新
し
い
都
に
な
る
だ
ろ
う
と
予
感
し
て
い
る
。 

③ 

新
し
い
京
に
こ
ぞ
っ
て
居
を
移
そ
う
と
し
た
人
々
の
将
来
を
懸
念
し
て
い
る
。 

 
 

④ 

人
々
が
家
を
運
ん
で
い
る
川
は
ど
こ
に
流
れ
つ
く
の
か
に
興
味
を
抱
い
て
い
る
。 

 
 

⑤ 

近
い
将
来
に
自
分
も
転
居
を
迫
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
焦
っ
て
い
る
。 

 
 



- 20 - 

 

問
５ 

こ
の
文
章
の
内
容
に
合
致
し
な
い
も
の
を
、
次
の
①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

21 

。 

 
① 
津
の
国
に
遷
都
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
時
に
は
、
不
安
に
感
じ
る
人
が
多
か
っ
た
。 

② 

天
皇
や
大
臣
な
ど
が
新
し
い
京
に
移
り
住
ん
だ
こ
と
で
、
地
方
は
荒
廃
し
て
し
ま
っ
た
。 

③ 

作
者
は
新
し
い
京
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
自
分
か
ら
望
ん
だ
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。 

④ 

新
し
い
京
は
完
成
す
る
途
上
で
あ
っ
た
た
め
、
人
々
の
間
に
は
混
乱
が
生
じ
て
い
た
。 

⑤ 

作
者
は
、
遷
都
に
よ
っ
て
人
々
の
暮
ら
し
ま
で
も
が
変
わ
っ
た
こ
と
を
悲
し
ん
で
い
る
。 

 

問
６ 

『
方
丈
記
』
よ
り
後
に
成
立
し
た
作
品
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の

①
～
⑤
の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。
解
答
番
号
は 

22 

。 

 

① 

『
源
氏
物
語
』 

② 

『
今
昔
物
語
集
』 

③ 

『
後
拾
遺
和
歌
集
』 

④ 

『
枕
草
子
』 

⑤ 

『
徒
然
草
』 

    



2023(令和6)年度　金沢学院大学・金沢学院短期大学

一般選抜Ⅰ期（２日目／2024年2月1日実施）

解答例【マーク式】

国語

【国語総合】

国語

【国語総合+古文】

解答番号 正解 配点 解答番号 正解 配点

1 ② 3 1 ② 3

2 ④ 4 2 ④ 4

3 ③ 2 3 ③ 2

4 ① 2 4 ① 2

5 ⑥ 2 5 ⑥ 2

6 ② 3 6 ② 3

7 ① 3 7 ① 3

8 ② 3 8 ② 3

9 ① 3 9 ① 3

10 ② 3 10 ② 3

11 ⑤ 3 11 ⑤ 3

12 ③ 3 12 ③ 3

13 ① 3 13 ① 3

14 ② 3 14 ② 3

第3問 15 ② 5 15 ③ 2

16 ④ 2

マーク 45 17 ② 2

記述 55 18 ③ 2

計 100 19 ③ 3

20 ③ 3

21 ② 4

22 ⑤ 2

マーク 60

記述 40

計 100

第1問

第2問

第1問

第2問

第4問



二
〇
二
四(

令
和
六)

年
度 

一
般
選
抜Ⅰ

期 

〈
二
日
目
〉 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

二
〇
二
四
年
二
月
一
日
（
木
） 

記
述
式
解
答
用
紙 

「
国
語
」 

※
専
攻
は
「
文
学
科
」「
教
育
学
科
」
受
験
の
場
合
に
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。 

  

志
望
学
科 

受
験
番
号 

学
科  

 

専 
 

攻 

氏 
 

名 

専
攻  

 

  問
１ 

第
３
問 

  問
４ 

  問
２ 

第
２
問 

   問
７ 

 問
２ 

  問
１ 

第
１
問 

Ｅ Ｃ Ａ 

  Ⅱ
 

Ⅰ
 

 

縄 ク 

  

と 人 経 
 

Ａ 
 

④ ① 

 

喪
失 

存
在 

社
会
的
な
コ
ン
テ
ク
ス
ト 

  

名
誉
を
傷
つ
け
る 

品
性
が
疑
わ
れ
る 

 

張 ロ 

  

消 間 験 
 

自
己 

 

格
段 

離
脱 

 

   

り が 

  

さ の そ 
   

   

の 細 

  

れ 経 の 
   

   

中 か 

  

、 験 も 
   

   

の い 

  

社 と の 
   

   

各 場 

  

会 い が 
 

Ｂ 
 

⑤ ② 

 

   

所 所 

  

的 う デ 
 

経
験 

 

覆 
 

い
尽
く
し
て 

促 
 

 

し
て 

 

 

   

に の 

  

文 「 ー 
   

   

現 良 

  

脈 や タ 
   

配
点 

各 

Ｄ Ｂ 

   

れ し 

  

や り と 
   

信
頼
関
係 

組
織
（「
シ
ス
テ
ム
」
も
可
） 

  

配
点 

各 

  

る 悪 

  

人 と な 
   

    

と し 

  

格 り っ 
 

Ｃ 
 

配
点 

各 

③ 

 

     

い に 

  

的 」 て 
 

客
観
（
客
体
） 

 

度
外
視 

 

      

う こ 

  

な が 数 
   

      

こ だ 

  

交 視 値 
    

    

配
点 

 

と わ 

配
点 

 

流 野 化 
    

      

ら 

 
の の さ 

    

      

ず 

 

価 外 れ 
    

      

、 

  

値 へ 、 
 

配
点 各 

    

                    

解
答
例 

２ 

 

６ 

 

８ 

 

２ 

 

５ 

 

３ 

 


