
（
二
〇
一
七
年
度
一
般
入
試
Ａ
） 

 

国
語
問
題
（
六
〇
分
） 

（
こ
の
問
題
冊
子
は
表
紙
を
含
め
七
ペ
ー
ジ
で
あ
る
。
） 

 

受
験
に
つ
い
て
の
注
意 

 

一
、 

監
督
の
指
示
が
あ
る
ま
で
、
問
題
を
開
い
て
は
な
ら
な
い
。 

二
、 

携
帯
電
話
等
の
電
源
は
切
る
こ
と
。
携
帯
電
話
等
を
時
計
と
し
て
も
使
用
し
て
は
な
ら
な 

い
。 

三
、 

時
計
に
組
み
込
ま
れ
た
ア
ラ
ー
ム
機
能
、
計
算
機
能
、
辞
書
機
能
な
ど
を
使
用
し
て
は
な 

ら
な
い
。 

四
、 

試
験
開
始
前
に
、
監
督
か
ら
指
示
が
あ
っ
た
ら
、
解
答
用
紙
の
受
験
番
号
が
自
身
の
受 

験
番
号
か
ど
う
か
を
確
認
し
、
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。 

五
、 

解
答
用
紙
は
二
枚
あ
る
。
解
答
は
解
答
欄
に
記
入
す
る
こ
と
。 

六
、 

監
督
か
ら
試
験
開
始
の
合
図
が
あ
っ
た
ら
、
こ
の
問
題
の
冊
子
が
、
右
に
記
し
た
ペ
ー
ジ 

数
通
り
そ
ろ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
確
か
め
る
こ
と
。 

七
、 

筆
記
具
は
、
Ｈ
、
Ｆ
、
Ｈ
Ｂ
の
黒
鉛
筆
ま
た
は
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
に
限
る
。
万
年
筆
や 

ボ
ー
ル
ペ
ン
な
ど
を
使
用
し
て
は
な
ら
な
い
。
訂
正
す
る
場
合
は
、
消
し
ゴ
ム
で
丁
寧
に 

消
す
こ
と
。
消
し
く
ず
は
き
れ
い
に
取
り
除
く
こ
と
。 

八
、 

解
答
用
紙
を
折
り
曲
げ
た
り
、
破
っ
た
り
し
て
は
な
ら
な
い
。 

九
、 

試
験
時
間
中
に
退
場
し
て
は
な
ら
な
い
。 

十
、 

問
題
冊
子
と
解
答
用
紙
を
持
ち
帰
っ
て
は
な
ら
な
い
。 

以
上 
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次
の
文
章
を
読
ん
で
設
問
に
答
え
な
さ
い
。 

  

二
〇
二
〇
年
の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
開
催
に
向
け
て
、
今
後
日
本
に
訪
れ
る
外
国
人
は
増
加
す
る
と
考

え
ら
れ
て
い
る
。
日
本
政
府
観
光
局
に
よ
れ
ば
、
二
〇
一
六
年
十
月
の
時
点
で
、
前
年
度
同
期
比
二
三
・

三
％
増
に
な
り
、
一
月
か
ら
の
十
ヶ
月
で
二
〇
〇
〇
万
人
を
突
破
し
て
お
り
、
過
去
最
高
を
記
憶
し
て
い

る
と
い
う
。
今
後
も
、
日
本
政
府
は
積
極
的
に
海
外
か
ら
の
観
光
客
を
誘
致
す
る
だ
ろ
う
し
、
東
京
都
も

外
国
人
受
け
入
れ
の
た
め
の
整
備
を
始
め
て
い
る
。
一
般
の
人
々
の
間
に
も
、
外
国
人
観
光
客
相
手
の
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
な
ど
を
通
し
て
交
流
を
行
い
た
い
と
考
え
て
い
る
人
は
た
く
さ
ん
い
る
は
ず
だ
。 

外
国
の
人
と
交
流
を
す
る
た
め
に
必
要
な
の
は
、
ど
の
よ
う
な
力
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
、
「
英
語
力
」

と
答
え
る
人
が
多
い
に
違
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
外
国
か
ら
来
た
人
々
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る

た
め
に
、
言
語
は
必
要
だ
が
、
日
本
へ
来
る
観
光
客
の
約
七
割
は
中
国
や
韓
国
な
ど
東
ア
ジ
ア
の
国
々
か

ら
来
る
人
々
だ
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
、
英
語
が
最
も
有
効
な
言
語
か
ど
う
か
は
疑
問
だ
。
い
ず
れ
に

し
て
も
、
道
案
内
な
ど
の
表
記
に
関
し
て
は
、
ロ
ー
マ
字
表
記
や
英
語
で
の
案
内
が
現
実
的
な
気
は
す
る
。

し
か
し
、
言
葉
の
力
が
あ
っ
て
も
伝
え
た
い
コ
ン
テ
ン
ツ
が
な
け
れ
ば
、
せ
っ
か
く
の
機
会
を
生
か
す
こ

と
は
難
し
い
。
私
は
、
共
通
言
語
と
し
て
の
「
英
語
力
」
と
同
じ
く
ら
い
、
自
国
の
文
化
に
対
す
る
知
識

と
、
相
手
の
文
化
と
自
分
の
文
化
の
違
い
を
明
確
に
掴
み
発
信
す
る
力
が
大
切
だ
と
考
え
て
い
る
。 

で
は
、
そ
も
そ
も
文
化
と
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
文
化
を
ど
う
捉
え
る
か
は
非
常
に
難
し
い

が
、
現
代
で
は
（
A
）
①
文
化
を
国
や
民
族
ご
と
に
不
変
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
（
文
化
本
質
主
義
的
な
）

考
え
方
か
ら
、
②
文
化
も
変
化
す
る
も
の
と
と
ら
え
る
（
構
造
主
義
的
な
）
考
え
方
の
ほ
う
へ
移
り
つ
つ

あ
る
。
同
じ
文
化
を
共
有
す
る
人
々
は
、（
B
）

行
動
規
範
や
価
値
観
も
共
有
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
日

本
で
は
「
女
性
は
ス
カ
ー
ト
を
は
く
が
男
性
は
は
か
な
い
」
と
か
、「
（
１
）
き
ん
べ
ん
な
こ
と
は
よ
い
こ
と
」

だ
と
す
る
考
え
方
な
ど
だ
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
動
的
な
も
の
で
あ
る
。「
日
本

人
は
〜
で
あ
る
」
と
い
う
見
方
は
分
か
り
や
す
く
は
あ
る
が
、
日
本
人
の
中
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
多
様

性
に
対
す
る
視
座
が
欠
如
し
て
お
り
、
悪
く
す
る
と
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
な
っ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
。

同
じ
日
本
人
で
も
年
齢
や
性
別
、
職
業
な
ど
に
よ
っ
て
、
価
値
判
断
は
異
な
る
し
、
五
〇
年
前
の
日
本
人

と
現
代
の
日
本
人
で
は
明
ら
か
に
そ
の
行
動
規
範
や
価
値
観
は
変
化
し
て
い
る
。 

さ
て
、
時
代
や
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
と
と
も
に
変
容
し
て
い
く
身
近
な
文
化
と
い
え
ば
、
食
文
化
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
二
〇
一
三
年
に
は
、
日
本
食
が
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
日
本
人
の

食
文
化
は
、
一
見
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
国
の
食
文
化
が
融
合
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
伝
統
的
な
日
本

食
の
文
化
は
変
化
し
な
が
ら
も
我
々
の
生
活
に
密
着
し
た
と
こ
ろ
に
根
付
い
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
日

本
人
の
生
活
や
食
文
化
に
深
く
根
付
い
て
い
る
も
の
に
、
茶
を
飲
む
習
慣
が
あ
る
。
ジ
ュ
ー
ス
や
炭
酸
飲

料
、
コ
ー
ヒ
ー
な
ど
の
台
頭
に
よ
っ
て
、
一
時
期
家
庭
で
し
か
飲
ま
れ
な
く
な
っ
て
い
た
お
茶
が
、
い
つ

の
間
に
か
あ
ら
ゆ
る
食
事
に
合
わ
せ
て
摂
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
は
、
九
〇
年
代
に
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
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の
お
茶
が
出
回
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
よ
う
に
思
う
。 

茶
の
種
類
も
、
緑
茶
、（
ア
）

煎
茶
、
ほ
う
じ
茶
、
番
茶
、
麦
茶
、
烏
龍
茶
、
ジ
ャ
ス
ミ
ン
茶
、
紅
茶
、

ハ
ー
ブ
テ
ィ
ー
な
ど
様
々
で
、
飲
み
方
も
、
急
須
で
淹
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
テ
ィ
ー
バ
ッ
グ
で
淹
れ
た

り
、
缶
や
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
入
っ
て
売
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
茶
葉
を
残
す
飲
み
方
に
対
し
て
、
緑

茶
を 

（
２
）
ふ
ん
ま
つ
に
し
た
「
抹
茶
」
も
最
近
で
は
身
近
に
な
っ
て
き
た
。
抹
茶
ア
イ
ス
、
抹
茶
ラ
テ
、

抹
茶
フ
ラ
ッ
ペ
、
抹
茶
ケ
ー
キ
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
物
が
出
回
っ
て
い
る
が
、
茶
そ
の
も
の
と
し
て
飲
む
よ

り
は
、
デ
ザ
ー
ト
や
飲
み
物
と
し
て
加
工
さ
れ
た
も
の
が
脚
光
を
あ
び
て
い
る
よ
う
だ
。
近
年
、
緑
茶
を

始
め
と
す
る
茶
文
化
は
、
ポ
リ
フ
ェ
ノ
ー
ル
や
カ
テ
キ
ン
、
ビ
タ
ミ
ン
C
な
ど
、
茶
葉
の
も
つ
栄
養
素
に

も
注
目
が
集
ま
り
、
健
康
食
品
と
し
て
欧
米
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

と
こ
ろ
で
、
茶
は
わ
れ
わ
れ
の
生
活
に
あ
ま
り
に
も
身
近
な
せ
い
か
、
若
い
人
た
ち
は
茶
に
つ
い
て 

 
 

（
イ
）

無
頓
着
で
よ
く
知
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
例
え
ば
、
茶
の
木
は
も
と
も
と
日
本
に
自
生
し
て
い
た

わ
け
で
は
な
く
、
一
二
世
紀
に
中
国
へ
留
学
し
た
栄
西
と
い
う
僧
侶
が
日
本
に
苗
を
持
ち
帰
っ
た
こ
と
や
、

茶
は
、
最
初
は
禅
僧
た
ち
が
座
禅
の
際
に
眠
気
を
払
う
も
の
と
し
て
飲
ま
れ
、
薬
と
し
て
も
用
い
ら
れ
て

い
た
こ
と
は
案
外
知
ら
れ
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
は
事
実
で
あ
り
、
鎌
倉
幕
府
の
第
二
代
将
軍
実
朝

が
二
日
酔
い
で
気
分
が
す
ぐ
れ
な
か
っ
た
時
に
、
抹
茶
を
出
し
喜
ば
れ
た
と
い
う
（
３
）

い
つ
わ
が
今
も
残

っ
て
い
る
。 

中
国
か
ら
入
っ
て
き
た
茶
の
木
は
日
本
各
地
に
植
え
ら
れ
、
独
自
の
喫
茶
文
化
を
生
み
出
し
た
。
例
え

ば
、
飲
み
方
ひ
と
つ
を
と
っ
て
も
、
茶
葉
を
煮
出
し
て
飲
む
方
法
だ
け
で
な
く
、
茶
葉
を
摘
ん
で
乾
か
し
、

石
臼
で
挽
い
た
も
の
に
、
湯
を
注
い
で
茶
筅
と
い
う
道
具
で
泡
立
て
て
飲
む
方
法
な
ど
が
あ
る
。
後
者
は

抹
茶
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
、
茶
の
湯
で
使
わ
れ
る
。
一
二
世
紀
以
降
次
第
に
武
家
や
豪
商
、
庶
民
の
間
に
、

嗜
好
品
と
し
て
広
が
っ
て
い
っ
た
。 

と
こ
ろ
で
、
茶
道
と
い
う
と
、
皆
さ
ん
は
ど
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
お
し
と

や
か
で
女
ら
し
い
女
性
が
茶
道
を
（
ウ
）

嗜
む
と
い
う
の
が
、
大
方
の
意
見
か
も
知
れ
な
い
が
、
女
性
が
公

の
場
で
茶
を
点
て
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
、
そ
れ
ま
で
は
茶
人
と
い
え

ば
男
性
中
心
だ
っ
た
。
現
代
に
伝
わ
る
茶
の
湯
を
確
立
し
た
の
は
、
千
利
休
と
い
う
人
だ
。
彼
は
、
堺
の

裕
福
な
商
人
の
生
ま
れ
で
、
侘
茶
を
確
立
し
た
こ
と
や
、
織
田
信
長
や
豊
臣
秀
吉
の
茶
頭
を
務
め
た
が
、

秀
吉
と
の
（
エ
）

確
執
が
元
で
切
腹
し
た
こ
と
で
有
名
だ
。
利
休
の
茶
は
、
四
〇
〇
年
以
上
を
経
て
今
も
表

千
家
、
裏
千
家
、
武
者
小
路
千
家
の
三
千
家
に
よ
っ
て
、（
オ
）

伝
承
さ
れ
て
い
る
。 

で
は
、
戦
国
時
代
の
武
将
を
は
じ
め
、
江
戸
時
代
の
大
名
、
明
治
以
降
の
一
般
の
人
々
に
よ
っ
て
当
時

と
ほ
ぼ
同
じ
形
で
伝
承
さ
れ
る
茶
の
湯
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
そ
れ

は
イ
ギ
リ
ス
の
紅
茶
の
種
類
や
飲
み
方
の
習
慣
と
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。 

茶
の
湯
は
よ
く
、（
C
）

総
合
芸
術
と
か
、
「
文
化
の
缶
詰
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
。
茶
の
湯
で
は
、
「
点
て
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る
茶
」
を
飲
む
方
法
を
基
盤
と
し
て
、
芸
術
を
（
４
）

か
ん
し
ょ
う
し
た
り
料
理
を
味
わ
う
。
た
と
え
ば
、

茶
の
湯
を
行
う
た
め
に
は
、
茶
だ
け
で
な
く
、
道
具
と
し
て
、
茶
入
れ
、
茶
碗
、
菓
子
器
、
水
指
な
ど
の

陶
磁
器
や
、
茶
を
入
れ
る
棗
な
ど
の
漆
器
、
釜
な
ど
の
金
物
を
は
じ
め
と
し
て
、
掛
け
軸
、
建
築
、
造
園

な
ど
が
必
要
と
な
る
。
能
や
歌
舞
伎
な
ど
の
芸
能
に
も
様
々
な
美
術
が
関
係
し
て
い
る
が
、
一
番
の
違
い

は
、
茶
の
湯
で
は
客
は
（
４
）

か
ん
し
ょ
う
す
る
だ
け
で
な
く
、
食
事
や
酒
で
も
て
な
さ
れ
茶
を
飲
み
、
主

客
一
体
と
な
っ
て
場
を
作
る
役
目
が
あ
る
こ
と
と
、
茶
の
湯
は
そ
の
精
神
を
禅
宗
に
求
め
た
こ
と
で
あ
ろ

う
。 茶

の
湯
の
精
神
を
表
す
も
の
に
「
和
敬
清
寂
」
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
「
和
」
は
平
和
の
「
和
」
、
「
敬
」

は
尊
敬
の
「
敬
」
で
あ
る
が
、
茶
会
で
は
、
参
加
し
た
人
々
が
互
い
を
敬
い
、
和
を
も
っ
て
場
を
構
築
す

る
。
さ
ら
に
は
、
茶
の
湯
に
用
い
ら
れ
る
道
具
に
対
し
て
も
、
そ
の
由
来
や
客
の
た
め
に
そ
れ
を
使
っ
て

く
れ
た
ホ
ス
ト
の
思
い
に
感
謝
と
敬
意
を
示
す
と
い
う
意
味
で
あ
る
。「
清
」
は
清
ら
か
さ
、
清
浄
、
道
具

や
部
屋
だ
け
で
な
く
清
浄
な
心
の
あ
り
よ
う
を
め
ざ
し
、「
寂
」
で
表
さ
れ
る
穏
や
か
で
静
か
な
境
地
に
た

ど
り
着
く
こ
と
を
め
ざ
す
。「
言
う
は
易
し
（
Ｄ 

 
 

 
 

）
」
で
、
シ
ン
プ
ル
な
こ
の
原
理
の
た
め
に
生
涯

に
わ
た
っ
て
茶
の
湯
の
修
行
を
行
う
が
、
一
生
学
ぶ
こ
と
が
あ
る
と
い
う
の
は
、
海
外
の
人
々
に
は
な
か

な
か
理
解
し
に
く
い
よ
う
だ
。
ほ
か
に
も
、「
一
期
（
E 

 
 

 
 

）
」
な
ど
も
有
名
な
言
葉
だ
。
昨
今
、「
お

も
て
な
し
」
と
い
う
言
葉
が
注
目
を
集
め
て
い
る
が
、
茶
の
湯
の
精
神
と
も
相
通
じ
る
も
の
だ
。 

喫
茶
の
習
慣
と
い
え
ば
、
イ
ギ
リ
ス
が
本
場
の
よ
う
に
感
じ
る
人
も
多
い
は
ず
だ
。
し
か
し
、
イ
ギ
リ

ス
で
飲
ま
れ
て
い
る
紅
茶
は
イ
ン
ド
か
ら
輸
入
さ
れ
た
も
の
で
、
イ
ギ
リ
ス
国
内
で
は
（
５
）

さ
い
ば
い
さ

れ
て
は
い
な
い
。
一
説
に
は
、
十
七
世
紀
初
頭
に
イ
ギ
リ
ス
に
最
初
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
日
本
の
抹
茶
で

あ
っ
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
イ
ギ
リ
ス
で
飲
ま
れ
て
い
る
紅
茶
と
中
国
か
ら
日
本
に
入
っ

て
き
た
緑
茶
は
、
実
は
同
じ
植
物
か
ら
作
ら
れ
る
。
緑
茶
の
葉
は
、
緑
色
な
の
に
対
し
、
紅
茶
は
発
酵
し

て
赤
褐
色
に
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
英
語
で
は
緑
茶
はg

r
e
e
n

 te
a

、
紅
茶
はb

la
ck

 te
a

と
呼
ば
れ
る
。

紅
茶
を
発
酵
さ
せ
て
飲
料
に
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
イ
ン
ド
か
ら
イ
ギ
リ
ス
へ
船
で
南
ア
フ
リ
カ
の

喜
望
峰
を
経
由
す
る
航
海
の
途
中
で
、
船
倉
の
気
温
の
変
化
か
ら
醗
酵
が
進
み
、
イ
ギ
リ
ス
に
着
い
た
頃

に
は
発
酵
茶
と
な
っ
て
い
た
の
を
飲
ん
だ
の
が
始
ま
り
だ
と
す
る
説
も
あ
る
。 

も
と
も
と
茶
を
飲
む
習
慣
の
な
か
っ
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
、
中
国
式
の
茶
の
淹
れ
方
や
茶
器
も
輸

入
し
た
。
貴
婦
人
に
と
っ
て
、
中
国
か
ら
手
に
入
れ
た
ポ
ッ
ト
や
カ
ッ
プ
な
ど
の
磁
器
製
品
を
使
っ
て
、

テ
ィ
ー
パ
ー
テ
ィ
を
開
き
、
自
分
が
ホ
ス
ト
す
る
と
い
う
こ
と
が
大
変
流
行
し
た
時
代
が
あ
っ
た
が
、
日

本
の
茶
の
湯
の
作
法
の
影
響
を
受
け
て
い
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
西
洋
へ
は
東
洋
か
ら
様
々
な
も
の
が

も
た
ら
さ
れ
た
。
古
代
に
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
を
通
じ
て
絹
が
、
中
世
に
は
香
料
が
、
近
世
に
は
茶
と
綿
布

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
へ
渡
っ
た
。
角
山
栄
に
よ
れ
ば
、「
香
料
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ア
ジ
ア
航
路
開
拓
の
契
機
と
な

っ
た
と
す
れ
ば
、
茶
と
綿
布
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
近
世
資
本
主
義
を
促
進
す
る
契
機
と
な
っ
た
」
（
『
茶
の
世
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界
史─

緑
茶
の
文
化
と
紅
茶
の
文
化
』
、
中
公
新
書
）
だ
け
で
な
く
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
々
は
東
洋
の
「
茶

の
文
化
」
に
畏
敬
と
憧
憬
の
念
を
持
っ
て
い
た
と
い
う
。 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
貴
婦
人
は
、
喫
茶
の
習
慣
は
中
国
か
ら
、
精
神
性
は
日
本
の
茶
の
湯
を
手
本
と
し
て
取

り
入
れ
た
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
も
し
そ
れ
が
事
実
な
ら
、
日
本
文
化
が
近
代
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
上
流
社
会

に
与
え
た
影
響
は
大
変
大
き
い
と
言
え
る
が
、
そ
の
こ
と
は
日
本
の
若
い
人
々
に
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て

い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
イ
ギ
リ
ス
人
に
と
っ
て
、
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
テ
ィ
や
、
イ
ギ
リ
ス
の
あ
ら
ゆ
る
階

層
に
ま
で
広
ま
っ
た
飲
茶
は
イ
ギ
リ
ス
の
誇
る
べ
き
文
化
だ
が
、
茶
の
湯
と
イ
ギ
リ
ス
の
茶
文
化
の
一
番

大
き
な
違
い
は
、
茶
の
湯
の
精
神
性
と
総
合
芸
術
と
認
め
ら
れ
る
ほ
ど
様
々
な
芸
術
分
野
と
関
係
が
深
い

点
で
あ
る
。 

近
年
、
日
本
は
海
外
で
「
（
F
）

ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
い
っ
た
い
日
本
の
何
が
海
外

の
人
々
に
と
っ
て
ク
ー
ル
な
の
か
、
日
本
人
に
は
理
解
し
に
く
い
こ
と
も
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
外
国
の
人
々

に
と
っ
て
、
日
本
の
ア
ニ
メ
に
代
表
さ
れ
る
ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
茶
の
湯
な
ど
の
伝
統
文
化
が
混
在
す

る
日
本
は
、
と
て
も
エ
キ
ゾ
チ
ッ
ク
で
ユ
ニ
ー
ク
に
映
る
に
違
い
な
い
。
外
か
ら
見
た
日
本
の
よ
さ
、
個

性
を
理
解
す
る
こ
と
は
異
文
化
を
持
つ
人
々
と
交
流
す
る
上
で
と
て
も
大
切
だ
。
も
し
、
あ
な
た
が
外
国

の
人
々
と
交
流
を
し
た
い
と
思
う
な
ら
、
ま
ず
は
日
本
の
日
常
生
活
の
中
で
自
然
だ
と
思
っ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
、
別
の
角
度
か
ら
考
え
て
み
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。 
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問
一 
傍
線
部
（
１
）
～
（
５
）
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。
送
り
仮
名
の
あ
る
も
の
は
そ
れ
も
記
し

な
さ
い
。 

 

（
１
）
き
ん
べ
ん 

（
２
）
ふ
ん
ま
つ 

（
３
）
い
つ
わ 

（
４
）
か
ん
し
ょ
う 

（
５
）
さ
い
ば
い 

 

問
二 

傍
線
部
（
ア
）
～
（
オ
）
の
読
み
を
書
き
な
さ
い
。
送
り
仮
名
も
書
き
な
さ
い
。 

 

（
ア
）
煎
茶 

（
イ
）
無
頓
着 
（
ウ
）
嗜
む 

（
エ
）
確
執 

（
オ
）
伝
承 

 

問
三 

左
記
の
①
か
ら
⑤
の
文
を
読
ん
で
、
文
章
の
内
容
と
し
て
一
致
し
て
い
る
も
の
に
◯
、
誤
り 

に×

、
文
章
で
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
事
柄
に
△
、
を
記
し
な
さ
い
。 

 

① 
 

イ
ギ
リ
ス
の
紅
茶
と
日
本
の
抹
茶
は
、
同
じ
茶
葉
か
ら
で
き
る
。 

② 
 

茶
道
で
は
茶
を
煮
出
し
て
飲
む
。 

 
 

 
 

 

③ 
 

か
つ
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
日
本
で
も
茶
は
高
価
で
貴
重
な
も
の
だ
っ
た
。 

 

④ 
 

イ
ギ
リ
ス
の
ア
フ
タ
ヌ
ー
ン
テ
ィ
の
習
慣
は
、
上
流
階
級
に
の
み
に
広
が
っ
た
。 

⑤ 
 

日
本
か
ら
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
茶
葉
は
輸
出
さ
れ
て
い
た
。 

 
 

 

 

問
四 

（
Ａ
）「
①
文
化
を
国
や
民
族
ご
と
に
不
変
の
も
の
と
し
て
理
解
す
る
（
文
化
本
質
主
義
的
な
）

考
え
方
」
、
「
②
文
化
も
変
化
す
る
も
の
と
と
ら
え
る
（
構
造
主
義
的
な
）
考
え
方
」
に
つ
い

て
質
問
し
ま
す
。
次
の
意
見
は
①
と
②
の
ど
ち
ら
の
考
え
方
か
ら
書
か
れ
て
い
ま
す
か
。
記

号
で
答
え
な
さ
い
。 

（
１
） 

国
家
や
言
語
集
団
に
は
固
有
の
文
化
が
あ
り
、
国
民
性
や
気
質
は
文
化
に
よ
っ
て
育
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
。 

（
２
） 

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
国
家
と
い
う
枠
組
み
を
超
え
て
各
国
の
文
化
を
崩
壊
さ
せ
る
危
険
を

孕
ん
で
い
る
た
め
問
題
で
あ
る
。 
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問
五 
（
Ｂ
）
「
行
動
規
範
や
価
値
観
」
に
つ
い
て
、
自
分
で
考
え
て
行
動
規
範
の
例
を
一
つ
と
、
価

値
観
の
例
を
一
つ
書
き
な
さ
い
。 

 
 

 

問
六 

茶
の
湯
が
（
Ｃ
）
「
総
合
芸
術
」
と
言
わ
れ
る
理
由
を
、
八
〇
〜
一
〇
〇
字
で
書
き
な
さ
い
。 

  

問
七 

「
言
う
は
易
し
（
Ｄ 

 
 

 
 

）
」
と
「
一
期
（
E 

 
 

 
 

）
」
の
空
所
に
適
切
な
漢
字
と
仮
名

を
入
れ
な
さ
い
。 

  

問
八 

日
本
の
こ
と
を
（
Ｆ
）
「
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
」
と
い
う
人
々
が
い
ま
す
が
、
あ
な
た
は
、
日
本

が
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
ど
う
思
い
ま
す
か
。
こ
の
文
章
を
踏
ま
え
て
、
八

〇
～
一
〇
〇
字
で
書
き
な
さ
い
。 

 


