
看護学部志願者とリハビリテーション学部志願者では解答すべき
問題が一部異なる。

看護学部志願者は 1 ～ 26 と 29 を解答しなさい。

リハビリテーション学部志願者は 1 ～ 28 を解答しなさい。
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（例） 受験番号を記入し，さらにその
下のマーク欄にマークして下さい。

1 マークシート式解答用紙が1枚ある。受

験番号欄に受験番号5桁を記入し，マーク

欄の該当するところをマークしなさい。

氏名を記入してはならない。なお，記入

した受験番号やマークが誤っている場合や

無記入の場合は，国語の試験が無効となる。

2 マークシート式解答用紙に科目名を記入し，その科目コードをマークしなさい。

科目名
英語 数学Ⅰ・数学Ａ 適性能力試験
国語 生物基礎・生物 英語・国語

化学基礎・化学 英語・数学
物理基礎・物理

看 護 学 部

2024年度一般選抜試験問題

国 語

注 意 事 項

注意事項の続きは本冊子の裏にあります



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

私
た
ち
の
多
く
はＡ
自
分
の
ま
な
ざ
し
が
固
定
化
し
て
い
る
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
自
分
は
人
と
比
べ
て
柔
軟
な
視
点
を
持
っ
て
お
り
、
（
ア
）ガ

ン
コ
な
ま

な
ざ
し
を
持
っ
て
い
る
の
は
相
手
だ
と
思
っ
て
い
る
。
自
分
は
他
者
の
意
見
を
受
け
入
れ
、
そ
の
違
い
に
も
（
イ
）カ

ン
ヨ
ウ
で
、
自
由
に
発
想
を
変
え
ら
れ

き

る
と
信
じ
て
い
る
。
だ
か
ら
普
段
、
私
た
ち
は
自
分
の
見
方
を
変
え
た
い
と
思
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
柔
軟
で
な
い
相
手
や
融
通
の
利
か
な
い
物
事
を

変
え
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

私
た
ち
が
見
方
を
変
え
る
の
は
、
自
分
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
こ
と
が
起
こ
っ
た
と
き
だ
。
社
会
や
他
者
や
物
事
と
の
関
係
の
中
で
自
分
に
と
っ
て

不
都
合
な
状
況
が
生
じ
た
と
き
に
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
何
と
か
切
り
抜
け
る
た
め
に
見
方
を
変
え
よ
う
と
す
る
。
ア
イ
デ
ア
に
行
き
詰
ま
っ
た
と
き
、

人
間
関
係
が
う
ま
く
い
か
な
い
と
き
、
日
々
の
生
活
で
困
っ
た
こ
と
が
生
じ
た
と
き
。
そ
し
て
そ
の
物
事
が
ど
う
に
も
変
え
ら
れ
な
い
と
き
、
経
験
や

知
識
の
（
ウ
）ハ

ン
イ
で
私
た
ち
は
見
方
を
変
え
よ
う
と
す
る
。
だ
が
そ
の
場
合
に
私
た
ち
が
変
え
る
の
は
自
分
自
身
へ
の
認�

識�

で
は
な
く
、
表
面
的
な
物
事

の
解�

釈�

で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

物
事
の
解
釈
を
変
え
る
こ
と
も
見
方
を
変
え
る
こ
と
で
は
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
自
分
の
欲�

求�

に�

合�

わ�

せ�

て�

都
合
よ
く
見
方
を
変
え
る
場
合
が
多

い
。
そ
こ
で
の
見
方
を
方
向
づ
け
る
欲
求
そ
の
も
の
は
自
分
の
深
い
部
分
で
固
定
化
し
て
お
り
、
そ
れ
に
は
気
づ
か
な
い
。
私
た
ち
は
物
事
の
解
釈
を

変
更
す
る
こ
と
で
、
日
常
の
問
題
で
あ
れ
ば
何
と
か
乗
り
切
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
深
刻
な
事
態
が
起
こ
っ
た
と
き
に
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
う

ま
く
い
か
な
く
な
る
。
生
死
に
ま
つ
わ
る
よ
う
な
こ
と
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
危
機
、
混
乱
し
た
状
況
や
先
行
き
の
全
く
見
え
な
い
社
会
不

安
。
そ
ん
な
場
合
に
私
た
ち
は
根
本
的
な
見
方
を
変
え
る
必
要
性
に
迫
ら
れ
る
。

つ
ち
か

そ
も
そ
も
、
見
方
を
変
え
る
の
は
そ
う
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
こ
れ
ま
で
長
い
時
間
を
か
け
て
培
っ
て
き
た
自
分
の
根
幹
に
関
わ
る
こ
と
ほ
ど
、

見
方
を
急
に
変
え
る
の
は
難
し
い
。
そ
れ
に
は
と
て
も
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
努
力
が
必
要
に
な
る
の
だ
。
特
に
社
会
に
大
き
な
変
化
が
訪
れ
る
と
き
や
、
答

え
の
な
い
深
刻
な
問
い
が
自
分
に
突
き
つ
け
ら
れ
、
根
本
か
ら
見
方
を
変
え
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
に
な
る
ほ
ど
、
私
た
ち
は
こ
れ
ま
で
以
上
に
ま
す
ま

す
自
分
の
ま
な
ざ
し
を
固
定
し
が
ち
だ
。
自
分
の
見
方
が
間
違
っ
て
い
る
と
改
め
る
よ
り
も
、
自
分
の
見
方
は
間
違
っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
方
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た
や
す

向
に
物
事
の
解
釈
を
変
更
す
る
方
が
私
た
ち
に
は
容
易
い
。

し
か
し
、
何
と
か
し
て
よ
う
や
く
自
分
の
認
識
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
ま
た
次
か
ら
次
へ
と
深
刻
な
事
態
が
続
く
よ
う
な
状
況
に
陥

る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。
今
度
は
、Ｂ
私
た
ち
は
自�

ら�

進�

ん�

で�

ま�

な�

ざ�

し�

を�

固�

定�

化�

す�

る�

こ
と
を
選
ぶ
の
で
あ
る
。
答
え
が
定
ま
ら
な
い
不
安
定
な
状
態

は
、
私
た
ち
に
大
き
な
苦
痛
を
強
い
る
。
そ
の
不
安
の
激
流
に
流
さ
れ
て
し
ま
わ
な
い
よ
う
に
、
何
か
答
え
を
決
め
て
そ
こ
か
ら
動
き
た
く
な
い
気
持

ち
が
強
ま
る
の
だ
。
だ
か
ら
状
況
が
厳
し
く
な
る
ほ
ど
、
自
分
の
都
合
の
悪
い
も
の
は
視
界
か
ら
追
い
や
っ
て
、
自
分
が
見
た
い
部
分
や
一
度
信
じ
た

こ
と
に
だ
け
目
を
向
け
が
ち
に
な
る
。
そ
ん
な
状
態
を
繰
り
返
し
て
い
る
う
ち
に
、
私
た
ち
の
ま
な
ざ
し
は
も
う
変
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
固
定
化
し
て
し

ま
う
。

こ
う
し
て
一
度
信
じ
込
ん
で
し
ま
う
と
、
そ
の
物
事
の
別
の
側
面
を
見
せ
ら
れ
て
も
、
私
た
ち
に
は
そ
れ
が
事
実
に
は
見
え
な
い
。
い
く
ら
妥
当
性

が
あ
る
理
屈
が
並
べ
ら
れ
て
も
、
自
分
の
信
念
に
合
わ
な
い
も
の
を
間
違
っ
て
い
る
と
す
る
方
が
、
私
た
ち
に
は
容
易
い
。
自
分
の
見
方
を
正
当
化
し

て
く
れ
る
情
報
や
理
屈
、
権
威
を
追
い
求
め
る
よ
う
に
な
る
と
、
そ
れ
が
ま
た
自
分
の
見
方
を
ま
す
ま
す
強
め
て
い
く
。
そ
し
て
次
第
に
自
分
と
反
対

の
見
解
や
立
場
を
突
き
つ
け
る
相
手
を
敵
視
し
た
り
、
見
下
し
た
り
す
る
態
度
を
示
す
よ
う
に
な
る
。

小
さ
い
頃
か
ら
教
育
さ
れ
て
き
た
知
識
、
長
年
に
わ
た
っ
て
社
会
で
信
じ
ら
れ
て
き
た
概
念
、
多
く
の
人
が
口
に
す
る
情
報
。
そ
れ
ら
は
繰
り
返
し

唱
え
ら
れ
る
も
の
ほ
ど
私
た
ち
の
中
に
強
く
刻
ま
れ
、
そ
れ
は
い
つ
し
か
自
分
自
身
の
信
念
や
考
え
、
感
覚
と
し
て
自
分
の
無
意
識
に
深
く
入
り
込
ん

で
い
く
。
自
ら
が
固
く
信
じ
て
疑
わ
な
い
見
方
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
ま
な
ざ
し
が
固
定
化
し
た
状
態
は「
固
定
観
念
」あ
る
い
は「
偏
見
」と
言
い
換
え
ら

れ
る
。
そ
れ
が
社
会
に
ま
で
広
が
っ
た
も
の
を
、
私
た
ち
は「Ｃ
常
識
」と
呼
ぶ
。
だ
が
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
常
識
と
は
18
歳
ま
で
に
身
に
つ
け
た
偏

見
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
指
摘
し
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
常
識
と
は
ま
な
ざ
し
が
固
定
化
し
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
ん
な
常
識
を
前
提
に
し
て
、
社
会
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
が
動
い
て
い
る
。
政
府
の
政
策
、
経
済
の
変
動
、
科
学
のＤ
通
説
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
た

産
業
、
そ
し
て
日
々
の
生
活
。
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
個
人
の
信
念
だ
け
で
な
く
多
く
の
人
々
の
常
識
と
利
害
が
関
係
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
れ
ま
で
の

く
つ
が
え

常
識
と
さ
れ
る
こ
と
が
根
本
的
に
覆
さ
れ
る
こ
と
が
起
こ
る
と
、
そ
れ
に
抵
抗
す
る
力
は
よ
り
大
き
く
な
る
。

何
か
前
提
を
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
世
紀
の
発
見
が
あ
っ
た
り
、
根
本
か
ら
産
業
（
エ
）コ

ウ
ゾ
ウ
を
覆
す
新
し
い
発
明
が
起
こ
っ
た
よ
う
な
と
き
で
も
同
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ば
く
だ
い

様
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
の
常
識
の
も
と
で
積
み
上
げ
て
き
た
莫
大
な
利
益
が
失
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
社
会
は

Ⅰ

な
態
度
を

と
る
だ
ろ
う
。
全
て
の
常
識
や
シ
ス
テ
ム
、
教
科
書
や
方
程
式
を
根
本
か
ら
つ
く
り
か
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
（
オ
）ソ

ウ
リ
ョ
ク
を
上
げ
て
そ
れ

を
な
か
っ
た
こ
と
に
し
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

危
機
に
際
し
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
。
こ
の
世
界
的
な
危
機
や
混
乱
を
生
み
出
す
前
提
が
、
も
し
何
ら
か
の
理
由
で
間
違
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
次

ふ
い
ち
ょ
う

の
常
識
を
生
み
出
し
て
し
ま
っ
た
と
す
れ
ば
。
そ
の
前
提
を
つ
く
る
こ
と
に
関
与
し
積
極
的
にＥ
吹
聴
し
て
き
た
人
々
、
例
え
ば
専
門
家
や
権
威
、
政

治
家
や
企
業
な
ど
に
と
っ
て
は
、
と
て
も
不
都
合
な
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
そ
の
常
識
に
も
と
づ
い
て
社
会
的
に
拳
を
振
り
上
げ
、
声
高
に
正
当
性

を
主
張
し
て
い
た
人
々
は
拳
を
下
ろ
す
先
を
失
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
ら
も
し
自
分
の
主
張
が
間
違
い
で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ま

で
前
提
に
し
て
き
た
見
方
を
変
え
る
に
は
と
て
も
勇
気
が
必
要
に
な
る
。

Ⅱ

社
会
が
そ
の
者
た
ち
に
責
任
を
負
わ
せ
よ
う
と
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
素
直
に
見
方
を
変
え
る
ど
こ
ろ
か
都
合
の
悪
い
事
実
が
表
に
出
る

わ
い
き
ょ
く

こ
と
を
隠
蔽
し
、
歪
曲
し
、
演
出
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
反
感
を
寄
せ
る
社
会
の
ほ
と
ぼ
り
が
冷
め
る
の
を
待
ち
、
こ
れ
ま
で
の
責

任
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
ら
の
常
識
を
根
本
的
に
変
え
る
よ
り
も
、
物
事
や
出
来
事
、
事
実
の
解
釈
を
変
え
る

こ
と
を
選
択
し
が
ち
で
あ
る
。

だ
か
ら
混
乱
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
社
会
で
は
次
の
常
識
を
巡
る「Ｆ
ま
な
ざ
し
の
戦
い
」が
始
ま
る
。
そ
こ
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
力
が
巧
み
に

私
た
ち
の
ま
な
ざ
し
を
デ
ザ
イ
ン
し
よ
う
と
仕
掛
け
て
お
り
、
ど
の
見
方
も
そ
れ
ら
し
く
見
え
る
よ
う
に
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
さ
れ
る
。
そ
ん
な
観

点
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
注
意
深
く
眺
め
る
と
、
多
様
な
見
方
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。

あ
ふ

よ
そ
お

そ
の
中
に
は
科
学
的
で
な
い
も
の
も
溢
れ
て
い
る
し
、
客
観
性
を
装
い
な
が
ら
根
拠
の
な
さ
そ
う
な
も
の
も
た
く
さ
ん
見
ら
れ
る
。
し
か
し
私
た
ち

が
こ
れ
ま
で
当
た
り
前
と
し
て
き
た
社
会
の
仕
組
み
や
科
学
的
な
常
識
を
覆
す
よ
う
な
情
報
や
証
拠
も
共
有
さ
れ
始
め
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
ら
の
全
て

が

Ⅲ

を
欠
い
た
説
明
で
あ
る
と
は
必
ず
し
も
言
い
切
れ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
一
方
で
、
あ
ま
り
に
も
た
く
さ
ん
の
情
報
に
溢
れ
、
そ
の
ど

れ
も
が
正
反
対
を
主
張
す
る
中
、
今
や
何
が
事
実
で
何
が
正
解
な
の
か
の
判
断
は
簡
単
に
は
下
せ
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
ん
な
と
き
こ
そ
、
改
め
て
も

う
一
度
、「
常
識
と
は
何
か
」に
つ
い
て
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

（
ハ
ナ
ム
ラ
チ
カ
ヒ
ロ『
ま
な
ざ
し
の
革
命
』に
よ
る
）
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問
1

傍
線
部（
ア
）〜（
オ
）に
該
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

1

〜

5

（
ア
）
ガ
ン
コ1

ａ

ガ
ン
ジ
ョ
ウ
な
建
物
に
避
難
す
る

ｂ

顕
微
鏡
で
は
な
く
ニ
ク
ガ
ン
で
見
る

ｃ

ガ
ン
セ
キ
の
落
下
防
止
の
対
策
を
す
る

ｄ

知
育
ガ
ン
グ
の
販
売
を
し
て
い
る

ｅ

コ
ウ
ガ
ン
無
恥
な
態
度
に
あ
き
れ
る

（
イ
）
カ
ン
ヨ
ウ

2

ａ

今
年
度
の
新
入
生
の
カ
ン
ゲ
イ
会
を
計
画
す
る

ｂ

カ
ン
ビ
な
音
楽
が
心
地
よ
い
気
分
に
し
た

ｃ

店
長
の
カ
ン
ダ
イ
な
計
ら
い
に
感
謝
し
た

ｄ

彼
は
こ
こ
で
も
イ
カ
ン
な
く
実
力
を
発
揮
し
た

ｅ

契
約
し
た
医
療
保
険
の
ヤ
ッ
カ
ン
を
確
認
す
る

（
ウ
）
ハ
ン
イ3

ａ

ハ
ン
ザ
ツ
な
作
業
に
時
間
が
と
ら
れ
る

ｂ

未
曽
有
の
豪
雨
で
川
が
ハ
ン
ラ
ン
し
た

ｃ

参
加
者
に
新
製
品
が
ハ
ン
プ
さ
れ
た

ｄ

私
は
下
級
生
の
モ
ハ
ン
に
な
り
た
い

ｅ

舞
台
に
大
道
具
を
ハ
ン
ニ
ュ
ウ
す
る
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（
エ
）
コ
ウ
ゾ
ウ

4

ａ

私
の
父
は
テ
ッ
コ
ウ
所
で
働
い
て
い
る

ｂ

家
の
近
く
の
ソ
ッ
コ
ウ
に
誤
っ
て
落
ち
た

ｃ

車
の
雑
誌
を
定
期
コ
ウ
ド
ク
し
て
い
る

ｄ

駅
の
コ
ウ
ナ
イ
に
つ
ば
め
が
巣
を
作
っ
た

ｅ

最
新
の
コ
ウ
ウ
ン
機
を
取
り
入
れ
た
農
業

（
オ
）
ソ
ウ
リ
ョ
ク

5

ａ

船
舶
の
ソ
ウ
ジ
ュ
ウ
の
仕
方
を
兄
に
習
う

ｂ

歴
代
の
内
閣
ソ
ウ
リ
大
臣
の
写
真
を
見
た

ｃ

彼
の
戦
略
が
ソ
ウ
コ
ウ
し
て
成
功
し
た

ま
つ
え
い

ｄ

彼
女
は
ソ
ウ
ギ
ョ
ウ
シ
ャ
一
族
の
末
裔
だ

ｅ

彼
は
ソ
ウ
ダ
イ
な
計
画
を
立
て
て
い
る

問
2

傍
線
部
Ａ「
自
分
の
ま
な
ざ
し
」と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ

い
。

6

ａ

人
は
自
分
の
ま
な
ざ
し
の
変
更
が
必
要
な
状
況
に
な
る
ほ
ど
、
自
分
の
ま
な
ざ
し
を
固
定
し
て
し
ま
い
が
ち
に
な
る
。

ｂ

自
分
に
と
っ
て
都
合
が
悪
い
状
況
で
人
は
ま
な
ざ
し
を
変
え
よ
う
と
す
る
が
、
不
十
分
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

ｃ

ま
な
ざ
し
の
変
更
な
し
に
人
は
難
局
を
乗
り
切
ろ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
が
可
能
な
局
面
と
そ
う
で
な
い
場
合
が
あ
る
。

ｄ

人
は
自
分
の
ま
な
ざ
し
は
柔
軟
な
も
の
だ
と
思
っ
て
お
り
、
自
分
の
ま
な
ざ
し
を
変
更
し
た
い
と
も
思
っ
て
い
な
い
。

ｅ

人
は
ま
な
ざ
し
が
硬
直
化
し
て
い
る
と
い
う
他
者
の
指
摘
を
拒
絶
し
、
逆
に
他
者
や
そ
の
意
見
を
変
え
よ
う
と
す
る
。
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問
3

傍
線
部
Ｂ「
私
た
ち
は
自�

ら�

進�

ん�

で�

ま�

な�

ざ�

し�

を�

固�

定�

化�

す�

る�

こ
と
を
選
ぶ
」と
あ
る
が
、
な
ぜ
そ
う
す
る
の
か
。
そ
の
理
由
の
説
明
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

7

ａ

自
分
に
と
っ
て
都
合
の
悪
い
事
態
に
対
し
て
は
、
ま
な
ざ
し
を
固
定
化
す
る
こ
と
で
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て
い
る
か
ら

ｂ

ま
な
ざ
し
を
変
え
る
と
い
う
行
為
は
大
き
な
苦
痛
を
強
い
ら
れ
る
の
で
、
ま
な
ざ
し
を
固
定
化
す
る
こ
と
が
快
適
に
感
じ
ら
れ
る
か
ら

ｃ

ま
な
ざ
し
を
固
定
化
す
る
こ
と
で
、
次
々
起
こ
る
深
刻
な
事
態
を
乗
り
切
る
た
め
に
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
か
ら

ｄ

立
て
続
け
に
迫
る
深
刻
な
事
態
に
対
し
て
、
ま
な
ざ
し
を
固
定
化
し
て
答
え
を
定
め
る
と
不
安
の
波
に
飲
み
こ
ま
れ
な
く
て
済
む
か
ら

ｅ

ま
な
ざ
し
を
固
定
化
す
れ
ば
、
周
り
の
人
の
不
安
な
気
持
ち
に
流
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
な
り
穏
や
か
に
過
ご
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら

― 6 ―



問
4

傍
線
部
Ｃ「
常
識
」と
あ
る
が
、
筆
者
は
こ
こ
で「
常
識
」と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
と
し
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、

次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

8

ａ

人
間
が
成
長
す
る
過
程
で
得
た
知
識
や
概
念
・
情
報
が
、
個
人
の
信
念
や
考
え
や
感
覚
と
な
り
、
そ
れ
ら
が
社
会
に
お
い
て
他
と
は
違
っ
た

特
別
な
も
の
の
見
方
と
し
て
定
着
し
た
も
の

ｂ

自
分
と
反
対
の
見
解
を
も
つ
相
手
を
敵
視
し
た
り
、
見
下
し
た
り
す
る
態
度
に
よ
っ
て
出
来
上
が
っ
た
個
人
の
固
定
化
し
た
考
え
が
、
あ
る

共
通
点
を
持
っ
て
世
間
に
広
ま
っ
た
も
の

ｃ

生
活
の
中
で
繰
り
返
し
唱
え
ら
れ
た
も
の
の
考
え
方
が
、
個
人
の
無
意
識
に
深
く
入
り
込
む
こ
と
で
ま
な
ざ
し
が
固
定
化
し
た
状
態
が
生
ま

れ
、
そ
の
状
態
が
社
会
で
一
般
化
し
た
も
の

ｄ

小
さ
い
頃
か
ら
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
深
く
心
に
刻
ま
れ
た「
固
定
観
念
」が
、
社
会
生
活
に
よ
っ
て
洗
練
さ
れ
、
そ
の
個
人
特
有
の
も
の
と

し
て
社
会
で
尊
重
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の

ｅ

個
人
の
信
念
や
多
く
の
人
の
利
害
が
関
係
し
て
出
来
上
が
っ
た
固
定
化
さ
れ
た
ま
な
ざ
し
が
、
社
会
に
お
い
て
他
の
ま
な
ざ
し
と
融
合
し
な

が
ら
、
広
く
通
用
す
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
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問
5

傍
線
部
Ｄ
・
Ｅ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

Ｄ

9

・
Ｅ

10

Ｄ

通
説

ａ

古
く
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
て
い
る
説

ｂ

世
間
で
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
説

ｃ

今
ま
で
に
な
か
っ
た
新
し
い
説

ｄ

専
門
家
た
ち
の
間
で
認
め
ら
れ
た
確
定
的
な
説

ｅ

世
間
に
伝
わ
っ
て
い
る
根
拠
の
な
い
説

Ｅ

吹
聴

ａ

多
く
の
人
に
触
れ
回
る
こ
と

ｂ

自
分
の
主
張
を
公
に
す
る
こ
と

う
そ

だ
ま

ｃ

噓
を
つ
い
て
人
を
騙
す
こ
と

ｄ

精
一
杯
の
努
力
を
す
る
こ
と

ｅ

相
手
の
話
を
熱
心
に
聞
く
こ
と
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問
6

空
欄

Ⅰ

〜

Ⅲ

に
入
る
語
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ

い
。
Ⅰ

11

・
Ⅱ

12

・
Ⅲ

13

Ⅰ

ａ

挑
戦
的

ｂ

保
守
的

ｃ

懐
疑
的

ｄ

破
壊
的

ｅ

協
調
的

Ⅱ

ａ

そ
れ
に

ｂ

た
だ
し

ｃ

け
れ
ど
も

ｄ

す
べ
か
ら
く

ｅ

た
と
え
ば

ぜ
い
じ
ゃ
く
せ
い

Ⅲ

ａ

斬
新
性

ｂ

一
貫
性

ｃ

脆
弱
性

ｄ

協
調
性

ｅ

妥
当
性

問
7

傍
線
部
Ｆ「
ま
な
ざ
し
の
戦
い
」と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選

び
な
さ
い
。

14

ａ

多
様
な
見
方
を
並
べ
て
利
点
を
強
調
し
、
こ
れ
ま
で
の「
常
識
」へ
の
執
着
を
捨
て
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と

ｂ

次
の「
常
識
」と
な
る
多
様
な
新
し
い
見
方
の
う
ち
、
ど
れ
が
最
も
優
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
争
う
こ
と

ｃ

多
様
な
見
方
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
次
の「
常
識
」に
な
る
た
め
に
、
個
人
の
見
方
を
誘
導
し
よ
う
と
す
る
こ
と

ｄ

こ
れ
ま
で
の「
常
識
」が
本
当
に
正
し
い
の
か
ど
う
か
を
、
個
人
が
も
う
一
度
考
え
、
確
認
す
る
こ
と

ｅ

多
く
の
情
報
の
中
か
ら
正
解
を
選
ぶ
た
め
に
、「
常
識
」と
は
何
で
あ
る
か
を
自
分
自
身
で
考
え
て
み
る
こ
と

― 9 ―



問
8

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

15

ａ

私
た
ち
は
自
分
の
根
本
的
な
見
方
を
変
え
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
の
で
、
自
分
の
根
幹
に
関
わ
る
問
題
が
発
生
し
な
い
限
り
、
物
事
の
解

釈
を
変
更
す
る
こ
と
は
な
い
。

ｂ

社
会
の
動
き
に
は
多
く
の
人
々
の「
常
識
」と
利
害
が
関
係
し
て
い
る
の
で
、
た
と
え
そ
れ
が
間
違
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の「
常
識
」を
変

え
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。

ｃ
「
常
識
」が
覆
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
現
れ
る
新
た
な「
常
識
」に
は
多
様
な
見
方
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
そ
の
中
か
ら
新
た
な「
常
識
」を
各

自
で
選
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ｄ

世
間
一
般
で
は
正
し
い
と
思
わ
れ
て
い
る「
常
識
」な
る
も
の
は
不
変
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
し
、
改
め
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
考

え
て
み
る
と
よ
い
。

ｅ

社
会
の
出
来
事
と
連
動
し
て
作
り
変
え
ら
れ
て
い
く「
常
識
」に
対
し
て
、
私
た
ち
は
何
が
正
解
な
の
か
を
常
時
疑
う
姿
勢
を
持
つ
よ
う
に
し

て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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�
次
の
文
章
は
フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
、
小
説
家
で
あ
る
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー（
一
八
七
一
〜
一
九
四
五
）に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん

で
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。

パ
リ
に
い
る
と
、
と
き
ど
き
フ
ラ
ン
ス
人
の
挨
拶
や
講
演
を
聴
く
機
会
が
あ
る
。
そ
ん
な
と
き
つ
く
づ
く
思
う
の
だ
が
、
彼
ら
は
十
分
な
準
備
も
な

く
そ
の
場
の
思
い
つ
き
で
話
し
た
り
は
決
し
て
し
な
い
。
な
か
で
も
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
講
演
は
、
あ
ら
か
じ
め
考
え
抜
か
れ
た
原
稿
を
も
と
に
話
し
て
い

す
い
こ
う

る
の
で
、
内
容
も
表
現
も
そ
の
ま
ま
印
刷
に
ま
わ
せ
る
く
ら
い
推
敲
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
一
般
に
フ
ラ
ン
ス
人
が
行
う
講
演
に
つ
い
て
言
え
る
こ
と

で
、
彼
ら
の
言
葉
に
よ
る
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
肉
声
と
な
っ
た
思
考
そ
の
も
の
に
接
す
る
体
験
で
あ
っ
て
、
と
き
に
は
一
冊
の
本
を
読
み
終
え
た
あ
と

の
よ
う
な
感
動
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
背
景
に
は
古
代
ロ
ー
マ
以
来
の
雄
弁
術
の
伝
統
が
い
ま
も
根
強
く
残
っ
て
い
る
か
ら
な

の
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
さ
て
お
い
て
、
こ
こ
でＡ
彼
の
歴
史
の
見
方
と
い
う
の
を
手
短
に
紹
介
し
て
お
く
と
、
こ
う
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
。

歴
史
と
い
う
の
は
、
有
史
以
来
、
数
千
年
に
わ
た
っ
て
人
類
が
経
験
し
た
出
来
事
の
集
積
と
そ
こ
か
ら
抽
出
さ
れ
た
知
恵
の
宝
庫
と
一
般
に
は
思
わ

れ
が
ち
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
歴
史
と
し
て
後
世
に
残
さ
れ
た
出
来
事
は
、
そ
れ
こ
そ
無
数
と
い
っ
て
い
い
出
来
事
の
な
か
か
ら
、
歴
史
家
が
そ
れ
ぞ
れ

重
要
だ
と
判
断
し
た
度
合
い
に
し
た
が
っ
て
選
択
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
選
択
が
あ
る
以
上
そ
こ
に
は
何
ら
か
の
判
断
が
働
い
て
い
る
。
彼
が
あ
る
一

つ
の
歴
史
的
事
実
、
た
と
え
ば
フ
ラ
ン
ス
革
命
を
取
り
上
げ
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
ど
れ
ほ
ど
良
心
的
で
公
正
で
、
要
す
る
に
客
観
的
で
あ
ろ
う
と
努
め

て
も
、
事
実
に
つ
い
て
何
ら
か
の
判
断
を
下
す
と
な
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史
家
に
固
有
の
個
性
を
脱
ぎ
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
み
ず
か
ら
の

「
人
格
や
、
本
能
や
、
興
味
や
、
独
自
の
物
の
見
方
を
排
除
す
る
こ
と
」は
、
彼
の
人
間
性
を
放
棄
す
る
の
と
お
な
じ
こ
と
で
ほ
と
ん
ど
望
め
る
こ
と
で

は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
歴
史
に
お
い
て「
重
要
性
と
い
う
も
の
は
ま
っ
た
く
主
観
的
な
の
で
あ
り
」、「
確
か
な
も
の
は
あ
い
ま
い
で
あ
り
、
現
実
と
さ
れ

る
も
の
に
は
無
限
の
解
釈
を
施
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
」。
歴
史
が
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
精
神
に
と
っ
て
、
幾
何
学
や
物
理
学
の
よ
う
に
、
つ
い
に

厳
密
な
科
学
に
な
り
得
な
か
っ
た
の
は「
観
察
者
を
観
察
さ
れ
る
事
柄
か
ら
、
歴
史
を
歴
史
家
か
ら
分
離
す
る
こ
と
が
不
可
能
」（
以
上
、「
歴
史
に
つ
い

て
の
講
演
」一
九
三
二
年
）だ
か
ら
な
の
だ
。
要
す
る
に
、
彼
に
と
っ
て「
歴
史
は
知
性
の
化
学
が
入
念
に
作
り
上
げ
た
危
険
き
わ
ま
り
な
い
産
物
」（「
歴
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史
に
つ
い
て
」一
九
三
一
年
）で
あ
る
ほ
か
は
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
し
か
し
、
科
学
と
し
て
の
歴
史
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
歴
史
そ
の
も
の
の
否
定
で
は
な
い
。
歴
史
が
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
は
、
否

定
す
る
し
な
い
以
前
の
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
（
ア
）ジ

ュ
ン
ス
イ
な
事
実
と
思
わ
れ
る
事
柄
を
ど
う
解
釈
す
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
が
、
解
釈
さ
れ

た
あ
る
事
実
が
現
実
の
歴
史
的
事
実
だ
っ
た
か
ど
う
か
は
だ
れ
に
も
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
ょ
う
び

こ
う
し
て
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
歴
史
の
客
観
性
に
徹
底
し
て
批
判
的
な
見
方
を
語
っ
て
お
い
て
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
と
っ
て
焦
眉
の
問
題
で
あ
る

Ⅰ

に
話
を
進
め
た
の
で
あ
る
。

レ
ト
リ
ッ
ク

プ
ル
ミ
エ
ー
ル

と
こ
ろ
で
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
自
身
が＊
1リ

セ
の
最
終
学
年
に
あ
た
る
修
辞
学
級
、
現
在
の
最
上
学
級
と
い
う
の
に
在
籍
し
た
の
は
一
八
八
七
年
の
こ
と
で

あ
っ
た
。

ち
な
み
に
こ
の
西
暦
年
を
日
本
の
暦
に
直
す
と
明
治
二
十
年
に
あ
た
る
。
後
進
国
の
日
本
が
西
欧
化
を
推
し
進
め
る
な
か
で
そ
の
動
き
の
象
徴
と
も

ろ
く
め
い
か
ん

な
っ
た
鹿
鳴
館
が
落
成
し
た
の
は
そ
の
四
年
前
の
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
一
方
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
リ
セ
で
最
後
の
年
を
す
ご
し
た
の
は
西
欧
の
文
化
が
円
熟

し
き
っ
た
い
わ
ゆ
る
世
紀
末
の
時
代
で
あ
り
、＊
2祝

辞
を
述
べ
た
年
を
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
四
十
五
年
も
前
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
壇
上
に
立
っ
た
彼
は
こ
の

と
き
す
で
に
六
十
歳
を
越
え
て
い
た
。

は
る

Ｂ
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
講
演
の
な
か
で
、
そ
の
遥
か
な
昔
を
回
想
し
た
。

あ
の
頃
の
パ
リ
は
、
街
の
大
通
り
を
行
く
の
は
馬
や
馬
車
ば
か
り
で
、
自
動
車
な
ど
と
い
う
も
の
は
影
も
形
も
な
か
っ
た
の
で
す
、
と
語
っ
て
、
若

い
生
徒
た
ち
の
想
像
を
世
紀
末
の
パ
リ
へ
と
い
ざ
な
っ
た
。の

う
り

し
か
し
そ
れ
は
古
き
良
き
時
代
の
お
も
か
げ
を
彼
ら
の
脳
裡
に
浮
か
ば
せ
る
た
め
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
か
つ
て
の
時
代
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
講
演
を

行
っ
た
日
を
隔
て
る
半
世
紀
ば
か
り
の
年
月
は
、
人
類
の
文
明
の
歴
史
に
そ
れ
ま
で
想
像
も
で
き
な
か
っ
た
ま
っ
た
く
新
し
い
科
学
的
発
見
や
発
明
を

も
た
ら
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
従
来
の
生
活
習
慣
か
ら
物
の
考
え
方
や
感
じ
方
に
至
る
ま
で
す
べ
て
が
一
変
し
て
い
た
。
彼
が
ま
だ
若
か
っ
た
（
イ
）オ

ウ
ジ
を

語
る
こ
と
は
、
そ
の
後
の
は
げ
し
い
変
貌
の
実
際
を
若
い
生
徒
た
ち
に
実
感
し
て
も
ら
う
た
め
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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そ
ん
な
わ
け
で
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
人
知
が
驚
く
ほ
ど
短
い
期
間
に
競
い
あ
う
よ
う
に
し
て
実
現
さ
せ
た
、
た
と
え
ば
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
時
空
の

観
念
に
革
命
的
な
変
化
を
も
た
ら
し
た
相
対
性
理
論
や
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
レ
ン
ト
ゲ
ン
に
よ
る
Ｘ
線
の
発
見
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
発
見
や
発
明

を
巧
み
に
話
に
織
り
込
み
な
が
ら
、
自
分
が
リ
セ
の
生
徒
だ
っ
た
世
紀
末
の
、
ま
だ
ど
こ
か
にＣ
牧
歌
的
な
趣
き
が
漂
っ
て
い
た
街
の
あ
り
さ
ま
を
回
想

し
て
、
こ
ん
な
ふ
う
に
語
っ
て
聞
か
せ
た
。

こ
の
お
な
じ〔
一
八
〕八
七
年
に
は
、
大
気
は
ど
こ
ま
で
も
本
物
の
鳥
た
ち
だ
け
の
も
の
で
し
た
。
電
気
は
ま
だ
電
線
を
無
く
し
て
は
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
固
体
は
ま
だ
十
分
に
固
か
っ
た
し
、
不
透
明
な
物
体
は
ま
だ
あ
く
ま
で
も
不
透
明
で
し
た
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ガ
リ
レ
オ
は
平
和
に
こ
の

世
に
君
臨
し
て
い
ま
し
た
。
物
理
学
は
幸
福
で
し
た
し
、
そ
の
規
準
は
絶
対
的
だ
っ
た
の
で
す
。「
時
間
」は
平
穏
な
日
々
を
送
っ
て
い
ま
し
た
。

つ
ま
り
ど
の
一
時
間
も「
宇
宙
」を
前
に
し
て
す
べ
て
同
一
だ
っ
た
の
で
す
。「
空
間
」は
無
限
で
あ
り
、
（
ウ
）キ

ン
シ
ツ
で
あ
る
こ
と
を
享
受
し
て
い

ふ
と
こ
ろ

て
、
そ
の
厳
か
な
懐
の
う
ち
で
起
き
る
い
っ
さ
い
の
こ
と
に
は
完
全
に
無
関
心
で
い
ま
し
た
。「
物
質
」は
正
し
い
善
な
る
法
則
の
も
と
に
あ
る
の

し
ん
え
ん

を
感
じ
て
い
て
、
よ
も
や
極
小
の
世
界
で
は
法
則
を
変
更
す
る
こ
と
に
な
り
、
―
―
こ
の
ブ
ン
（
エ
）カ

ツ
の
深
淵
に
あ
っ
て
は
法
則
の
概
念
す
ら
失
う

に
至
る
と
は
夢
に
も
思
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

（「
歴
史
に
つ
い
て
の
講
演
」）

こ
う
語
っ
た
あ
と
で
、
彼
の
話
は
い
ま
の
時
代
に
も
ど
っ
て
来
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
や
ガ
リ
レ
オ
の
法
則
が
ま
だ
行
き
渡
っ
て
い
た
世
紀
末
の
穏
や
か

な
時
代
が
一
気
に
変
貌
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
告
げ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
い
う
状
況
は
い
ま
で
は
も
う
す
べ
て
夢
ま
ぼ
ろ
し
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
す
べ
て
は
変
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
、
ち
ょ
う
ど
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
地

図
や
、
地
球
の
政
治
的
な
表
面
や
、
私
た
ち
の
街
の
外
見
や
、
私
の
リ
セ
時
代
の
友
人
た
ち
が〔
名
だ
た
る
著
名
人
に
〕変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
と

お
な
じ
よ
う
に
で
す
。

（
同
前
）
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こ
う
し
て
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
二
つ
の
時
代
の
あ
い
だ
に
生
じ
た
著
し
い
変
化
を
生
徒
た
ち
に
強
く
印
象
づ
け
た
。
そ
れ
に
は
あ
る
狙
い
が
あ
っ
た
。

世
の
中
の
変
化
と
い
う
も
の
は
、
時
の
流
れ
に
つ
れ
て
い
つ
の
時
代
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
の
二
、
三
〇
年
代

に
か
け
て
見
ら
れ
た
変
化
は
尋
常
一
様
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
一
八
八
七
年
の
時
点
で
手
に
入
る
あ
ら
ゆ
る
知
識
を
動
員
し
、
想
像
力
の
限
り
を
尽

く
し
て
も
、
果
た
し
て
現
在
の
変
貌
の
あ
り
さ
ま
を
予
測
で
き
た
人
が
い
た
だ
ろ
う
か
。

狙
い
と
い
う
の
は
、
時
代
の
変
貌
を
予
測
す
る
こ
と
が
近
代
で
は
ま
っ
た
く
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
目
の
前
の
若
者
た
ち
に
わ
か
っ
て
も
ら
う
こ

と
だ
っ
た
。

一
八
八
七
年
の
も
っ
と
も
偉
大
な
学
者
で
も
、
も
っ
と
も
深
遠
な
哲
学
者
で
も
、
も
っ
と
も
見
通
し
に
明
る
い
政
治
家
で
も
、
わ
ず
か
に
四
十

五
年
が
す
ぎ
た
あ
と
で
私
た
ち
が
現
に
目
に
し
て
い
る
こ
と
を
せ
め
て
夢
想
す
る
だ
け
で
も
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。
い
っ
た
い
ど
ん
な
精
神
の
働

き
が
あ
れ
ば
、
一
八
八
七
年
に
蓄
積
さ
れ
た
あ
ら
ゆ
る
歴
史
的
な
資
料
を
扱
っ
て
、
過
去
の
も
っ
と
もＤ
該
博
な
知
識
か
ら
、
た
と
え
ご
く
大
雑
把

に
で
は
あ
っ
て
も
、
一
九
三
二
年
の
現
状
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か
を
推
論
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
思
い
も
寄
ら
な
い

こ
と
な
の
で
す
。

（
同
前
）

そ
れ
に
し
て
も
、
な
ぜ
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
過
去
の
知
識
か
ら
未
来
を
予
測
す
る
の
が
不
可
能
に
な
っ
た
こ
と
を
こ
れ
ほ
ど
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
い
う
の
は
、Ｅ
わ
た
し
た
ち
が
当
然
と
思
っ
て
い
る
歴
史
に
対
す
る
態
度
に
あ
っ
た
。
彼
は
そ
の
態
度
を
こ
う
説
明
す
る
。

も
し「
歴
史
」が
単
な
る
精
神
の
気
晴
ら
し
に
終
わ
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
歴
史
か
ら
あ
れ
こ
れ
教
訓
を
引
き
出
せ
る
と
期
待
し

て
い
る
か
ら
で
す
。
私
た
ち
は
過
去
の
知
識
か
ら
何
か
し
ら
未
来
の
予
見
を
推
論
で
き
る
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。

（
同
前
）

理
由
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
と
っ
て
き
た
こ
の
歴
史
依
存
の
態
度
が
も
は
や
通
用
し
な
く
な
っ
た
こ
と
を
肝
に
銘
じ
さ
せ
る
た
め
だ
っ
た
の
で
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あ
る
。
実
際
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は「
歴
史
に
つ
い
て
」の
な
か
で
、「
先
の〔
第
一
次
世
界
〕大
戦
に
よ
っ
て
な
に
が
打
ち
砕
か
れ
た
か
と
い
っ
て
、
予
見
で

き
る
と
い
う
思
い
上
が
り
以
上
に
打
ち
砕
か
れ
た
も
の
は
な
に
一
つ
な
か
っ
た
」と
書
い
て
い
た
。
そ
れ
ほ
ど
世
界
は
根
底
か
ら
変
貌
し
て
し
ま
っ
た

の
で
あ
る
。
だ
か
ら
い
ま
の
危
機
的
な
時
代
に
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の「
思
い
上
が
り
」を
捨
て
て
、
過
去
に
そ
の
例
を
見
な
い
現
代
の
世
界
を
冷
静
に

見
つ
め
る
こ
と
な
の
だ
。

た
し
か
に
十
九
世
紀
の
初
め
ま
で
は
過
去
の
歴
史
は
未
来
を
予
測
す
る
の
に
有
効
だ
っ
た
。
そ
れ
は
世
の
中
の
動
き
が
十
年
一
日
の
ご
と
く
ゆ
る
や

か
で
、
歴
史
が
お
な
じ
こ
と
の
連
続
に
見
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
十
九
世
紀
と
と
も
に
科
学
が
急
速
に
発
達
し
は
じ
め
て
、
二
十
世
紀
に
入
る
と

そ
の
科
学
技
術
の
影
響
を
う
け
て
世
の
中
は
目
ま
ぐ
る
し
い
ば
か
り
の
変
化
を
来
し
て
、
過
去
の
教
訓
は
現
在
の
混
乱
し
た
状
況
を
乗
り
越
え
る
た
め

に
も
、
未
来
の
変
化
を
予
測
す
る
た
め
に
も
な
ん
の
役
に
も
立
た
な
く
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
人
び
と
は

Ⅱ

と
し
て
歴
史
に
教
訓
を
求
め
て
い
る
。
そ
れ
は
歴
史
は
繰
り
返
す
も
の
と
思
い
こ
ん
で
い
る
か
ら
だ
。
ヴ
ァ
レ

リ
ー
は
そ
の
認
識
の
危
う
さ
に
い
ち
早
く
気
づ
い
て
（
オ
）ケ

イ
シ
ョ
ウ
を
鳴
ら
し
た
の
で
あ
る
。（

保
苅
瑞
穂『
ポ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
遺
言
』に
よ
る
）

（
注
）
＊
1リ

セ
―
―
フ
ラ
ン
ス
の
後
期
中
等
教
育
機
関
で
、
日
本
の
高
等
学
校
に
あ
た
る
も
の
。

＊
2祝

辞
を
述
べ
た
年
―
―
一
九
三
二
年
。
こ
の
年
の
七
月
十
三
日
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
リ
セ
・
ジ
ャ
ン
ソ
ン
＝
ド
＝
サ
イ
イ
ー
で
の
賞
品
授

与
式
、
日
本
風
に
い
う
と
学
年
末
の
終
業
式
に
主
賓
と
し
て
招
か
れ
て
、
祝
辞
を
述
べ
た
。
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問
1

傍
線
部（
ア
）〜（
オ
）に
該
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

16

〜

20

（
ア
）
ジ
ュ
ン
ス
イ

16

ａ

企
業
は
リ
ジ
ュ
ン
を
追
い
求
め
て
成
長
す
る

ｂ

花
嫁
は
ジ
ュ
ン
パ
ク
の
ド
レ
ス
に
身
を
包
む

ｃ

ジ
ュ
ウ
ジ
ュ
ン
な
性
質
の
犬
種
を
飼
う

ｄ

宗
教
弾
圧
で
ジ
ュ
ン
キ
ョ
ウ
シ
ャ
が
出
た

ｅ

二
国
間
で
通
商
条
約
を
ヒ
ジ
ュ
ン
し
た

（
イ
）
オ
ウ
ジ17

ａ

祖
父
の
た
め
に
オ
ウ
シ
ン
を
頼
む

ｂ

オ
ウ
ト
ツ
を
合
わ
せ
て
接
続
す
る

ｃ

オ
ウ
ボ
ウ
な
政
治
に
批
判
が
集
ま
る

ｄ

彼
に
は
オ
ウ
セ
イ
な
好
奇
心
が
あ
る

ｅ

オ
ウ
ケ
ン
が
革
命
勢
力
に
倒
さ
れ
る

（
ウ
）
キ
ン
シ
ツ

18

ａ

子
供
に
キ
ン
ト
ウ
に
お
菓
子
を
分
け
る

ｂ

両
国
の
キ
ン
ミ
ツ
な
関
係
が
続
く

ｃ

彼
女
の
キ
ン
ロ
ウ
意
欲
は
素
晴
ら
し
い

ｄ

一
週
間
の
キ
ン
シ
ン
を
受
け
入
れ
た

ｅ

刃
物
の
持
ち
込
み
は
ゲ
ン
キ
ン
で
あ
る
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（
エ
）
ブ
ン
カ
ツ

19

ａ

カ
ツ
ゼ
ツ
の
悪
さ
を
改
善
す
る

ｂ

先
生
の
イ
ッ
カ
ツ
で
静
か
に
な
っ
た

ｃ

シ
ョ
カ
ツ
の
税
務
署
に
赴
く

ｄ

問
題
を
ホ
ウ
カ
ツ
的
に
議
論
す
る

ｅ

紙
面
の
都
合
で
記
事
を
カ
ツ
ア
イ
し
た

（
オ
）
ケ
イ
シ
ョ
ウ

20

ａ

身
内
の
ケ
イ
ジ
に
際
し
お
祝
い
を
贈
る

ｂ

運
動
靴
の
ケ
イ
リ
ョ
ウ
化
に
挑
ん
で
い
る

ｃ

す
れ
違
い
ざ
ま
に
ケ
イ
テ
キ
が
聞
こ
え
た

ｄ

残
酷
な
ケ
イ
バ
ツ
は
禁
止
さ
れ
て
い
る

ｅ

電
気
ケ
イ
ト
ウ
の
故
障
で
一
日
停
電
し
た

問
2

傍
線
部
Ａ「
彼
の
歴
史
の
見
方
」と
あ
る
が
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
歴
史
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
見
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

21

ａ

歴
史
と
い
う
も
の
は
、
歴
史
家
が
知
っ
て
い
る
限
り
の
人
類
の
経
験
と
知
恵
の
宝
庫
で
あ
る
。

ｂ

歴
史
と
い
う
も
の
は
、
歴
史
家
の
選
択
に
従
っ
て
作
ら
れ
た
事
実
と
は
相
反
す
る
幻
想
で
あ
る
。

ｃ

歴
史
と
い
う
も
の
は
、
歴
史
家
の
固
有
の
個
性
に
裏
打
ち
さ
れ
た
事
実
に
対
す
る
判
断
で
あ
る
。

ｄ

歴
史
と
い
う
も
の
は
、
歴
史
家
が
客
観
的
に
下
し
た
判
断
に
基
づ
い
て
選
択
し
た
事
実
で
あ
る
。

ｅ

歴
史
と
い
う
も
の
は
、
歴
史
家
自
身
が
経
験
し
た
出
来
事
か
ら
抽
出
し
た
知
恵
の
宝
庫
で
あ
る
。
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問
3

空
欄

Ⅰ

・

Ⅱ

に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ

い
。
Ⅰ

22

・
Ⅱ

23

Ⅰ

ａ

現
在
の
科
学
の
発
展

ｂ

筆
者
の
時
代
に
対
す
る
考
え

ｃ

現
代
社
会
の
変
貌
と
混
乱

ｄ

穏
や
か
な
時
代
へ
の
回
顧

ｅ

歴
史
の
示
す
教
訓

Ⅱ

ａ

常
住
不
断

ｂ

現
状
維
持

ｃ

不
易
流
行

ｄ

諸
行
無
常

ｅ

旧
態
依
然

問
4

傍
線
部
Ｂ「
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
講
演
の
な
か
で
、
そ
の
遥
か
な
昔
を
回
想
し
た
」と
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
し
た
の
か
。
そ
の
理
由

の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

24

ａ

聴
衆
の
想
像
を
世
紀
末
の
パ
リ
へ
と
い
ざ
な
い
古
き
良
き
時
代
の
お
も
か
げ
を
脳
裡
に
浮
か
ば
せ
る
た
め

ｂ

ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
リ
セ
在
学
中
に
経
験
し
た
時
代
の
は
げ
し
い
変
貌
を
若
い
生
徒
た
ち
に
実
感
さ
せ
る
た
め

ｃ

世
の
は
げ
し
い
変
貌
は
時
の
流
れ
に
つ
れ
て
い
つ
の
時
代
に
も
あ
る
こ
と
を
生
徒
た
ち
に
わ
か
ら
せ
る
た
め

ｄ

あ
と
で
語
る
内
容
と
の
隔
た
り
を
感
じ
さ
せ
、
時
代
が
は
げ
し
い
変
貌
を
遂
げ
た
こ
と
を
印
象
づ
け
る
た
め

ｅ

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
う
二
つ
の
時
代
に
共
通
す
る
変
化
が
特
別
な
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
す
る
た
め

―18―



問
5

傍
線
部
Ｃ
・
Ｄ
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
各
群
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
び
な
さ
い
。

Ｃ

25

・
Ｄ

26

Ｃ

牧
歌
的

ａ

素
朴
で
の
ん
び
り
し
た
様
子

ｂ

古
め
か
し
く
野
暮
っ
た
い
様
子

ｃ

平
和
で
穏
や
か
な
様
子

ｄ

夢
が
あ
っ
て
心
躍
る
様
子

ｅ

懐
か
し
く
郷
愁
を
誘
う
様
子

Ｄ

該
博

ａ

他
に
は
な
い
重
要
な
こ
と

ｂ

状
況
に
合
っ
て
い
る
こ
と

ｃ

何
に
で
も
通
じ
て
い
る
こ
と

ｄ

専
門
的
で
く
わ
し
い
こ
と

ｅ

間
違
い
が
な
い
こ
と

―19―



〈
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
部
志
願
者
の
み
解
答
し
て
く
だ
さ
い
〉

問
6

傍
線
部
Ｅ「
わ
た
し
た
ち
が
当
然
と
思
っ
て
い
る
歴
史
に
対
す
る
態
度
」と
あ
る
が
、「
わ
た
し
た
ち
」は
歴
史
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
思
っ
て
い

る
と
い
う
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

27

ａ

歴
史
は
わ
た
し
た
ち
に
教
訓
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。

ｂ

歴
史
か
ら
未
来
の
変
化
を
予
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｃ

歴
史
は
科
学
技
術
の
急
速
な
発
展
に
寄
与
し
て
き
た
。

え
い
ご
う

ｄ

歴
史
は
未
来
永
劫
に
繰
り
返
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。

ｅ

歴
史
は
同
じ
よ
う
な
こ
と
の
積
み
重
ね
で
で
き
て
い
る
。

―20―



〈
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
学
部
志
願
者
の
み
解
答
し
て
く
だ
さ
い
〉

問
7

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
ａ
〜
ｅ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
な
さ
い
。

28

ａ

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
人
の
講
演
は
あ
ら
か
じ
め
考
え
抜
か
れ
た
原
稿
を
も
と
に
話
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
古
代
ロ
ー
マ
以
来
の

ほ
う
ふ
つ

雄
弁
術
を
彷
彿
と
さ
せ
る
動
き
を
交
え
た
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ｂ

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
歴
史
を「
知
性
の
化
学
が
入
念
に
作
り
上
げ
た
危
険
き
わ
ま
り
な
い
産
物
」で
あ
る
と
評
し
、
幾
何
学
や
物
理
学
の
よ
う
に
厳

密
な
科
学
と
は
な
り
得
な
か
っ
た
点
を
指
摘
し
、
そ
の
存
在
を
否
定
し
て
い
る
。

ｃ

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
講
演
の
な
か
で
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
の
は
じ
め
に
見
ら
れ
た
時
代
の
は
げ
し
い
変
化
に
つ
い
て
述
べ
、
こ
の
こ
と
を

き
っ
か
け
に
、
自
身
の
歴
史
に
対
す
る
態
度
を
省
み
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

ｄ

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
そ
の
著
書
の
な
か
で
、
歴
史
に
よ
っ
て
先
を
予
見
で
き
る
と
考
え
る
こ
と
を「
思
い
上
が
り
」だ
と
捉
え
、
そ
の「
思
い
上
が

り
」を
捨
て
て
現
代
社
会
の
様
相
を
注
視
す
る
こ
と
を
奨
励
し
て
い
る
。

ｅ

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
歴
史
に
つ
い
て
、
現
在
の
混
乱
を
乗
り
越
え
、
未
来
を
予
測
す
る
た
め
の
唯
一
の
手
段
だ
と
考
え
て
い
た
が
、
科
学
技
術
が

発
展
し
た
現
在
で
は
そ
の
効
力
は
発
揮
で
き
な
い
と
指
摘
し
て
い
る
。

〈
看
護
学
部
志
願
者
の
み
解
答
し
て
く
だ
さ
い
〉

問
8

こ
の
文
章
の
中
で
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は「
歴
史
」に
対
す
る
認
識
を
改
め
た
経
験
を
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
な
た
が
従
来
の
認
識
を
改
め
た

経
験
と
そ
こ
か
ら
得
た
学
び
に
つ
い
て
、
本
文
の
内
容
を
踏
ま
え
、
二
百
字
以
内
で
解
答
用
紙
に
述
べ
な
さ
い
。

29
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注 意 事 項 続 き

3 解答は，解答用紙の解答欄にマークしなさい。マークはHBまたは Bの鉛筆

（シャープペンシル可）で濃くマークしなさい。解答用紙を折ったり曲げたりしては

ならない。

例えば 2 と表示のある問に対してｃと解答する場合は，次の（例）のよう

にマークシートの2の解答欄のｃにマークしなさい。

指定欄以外へマークした場合は解答が読み取れなくなる場合があるため，記入し

ないこと。訂正は，消しゴムできれいに消すこと。

解答
番号

解答欄
ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

1 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

2 ａ ｂ ｃ ｄ ｅ

良い例 悪い例

（例） （マークの仕方）

4 看護学部志願者にはマークシート式解答用紙に加えて記述式解答用紙の受験番号

欄に受験番号5桁を記入しなさい。氏名を記入してはならない。

下
書
き

国
語

看
護
学
部
志
願
者
の
み
解
答

Ⅱ
問
８

5 試験終了後には，リハビリテーション学部志願者は問題冊子の上にマークシート

式解答用紙を裏返して置きなさい。看護学部志願者は問題冊子の上に記述式解答用

紙，その上にマークシート式解答用紙を裏返して置きなさい。解答用紙の回収後は

監督者の指示に従うこと。

6 問題冊子は持ち帰ること。
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