
二
〇
二
三
年
度

学
校
推
薦
型
選
抜

芸
術
文
化
学
部
日
本
文
学
科

事
前
提
出
小
論
文

注
意
事
項

一
、
解
答
は
添
付
フ
ァ
イ
ル
の
原
稿
用
紙
を
Ａ
４
用
紙
に
横
長
向
き
で
印
刷
し
、
手
書
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

文
字
が
薄
い
場
合
は
、
画
像
フ
ァ
イ
ル
の
再
送
信
を
指
示
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
の
で
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。

二
、
解
答
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
た
情
報
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
が
分
か
る
よ
う
に
各
自
の
判
断
で
明
示
し

て
く
だ
さ
い
。

三
、
提
出
さ
れ
た
小
論
文
の
内
容
に
つ
い
て
、
口
頭
試
問
で
確
認
し
ま
す
。

四
、
提
出
は
以
下
に
指
示
す
る
二
つ
の
方
法
で
期
間
内
に
お
こ
な
っ
て
く
だ
さ
い
。

１
、
解
答
用
紙
（
三
枚
す
べ
て
と
、
下
書
き
用
紙
を
含
む
）
を
横
長
向
き
で
撮
影
し
た
画
像
フ
ァ
イ
ル
（
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
場
合
は
中
程
度
の
サ
イ
ズ
）
を
、
メ
ー
ル
添
付
で
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。
期
間
外

の
送
信
に
つ
い
て
は
認
め
ま
せ
ん
。
受
け
取
り
メ
ー
ル
は
一
時
間
以
内
に
送
信
す
る
予
定
で
す
。

２
、
画
像
不
鮮
明
で
撮
り
直
し
、
再
送
信
の
指
示
を
出
す
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
郵
送
は
受
け
取
り
メ
ー

ル
で
画
像
に
問
題
が
な
か
っ
た
こ
と
を
確
認
し
て
か
ら
お
こ
な
っ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
郵
送
さ
れ

た
内
容
が
１
の
画
像
フ
ァ
イ
ル
と
異
な
る
場
合
は
不
正
行
為
と
な
り
ま
す
。

五
、
詳
し
く
は
、

月

日
の
メ
ー
ル
で
連
絡
し
た
指
示
に
従
っ
て
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
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画像ファイル送信宛先 : nyushi-nichibun@onomichi-u.ac.jp
送信期間 2022 年 11 月 13 日（日） 15：00 ～ 18：00

2022 年 11 月 14 日（月） 9：00 ～ 12：00
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緊急時の連絡先 （0848）22 － 8381
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

風
景
画
と
い
う
も
の
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
東
ア
ジ
ア
で
は
、
ま
た
そ
の
な
か
で
の
極
東
で
は
、
そ
の
成

立
の
し
か
た
も
考
え
か
た
も
ま
っ
た
く
ち
が
っ
て
い
た
。

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
景
は
天
地
分
断
の
背
景
と
し
て
出
現
し
、
ア
ジ
ア
と
り
わ
け
中
国
の
風
景
は
山
水

画
そ
の
も
の
と
し
て
最
初
か
ら
画
面
の
全
面
に
登
場
し
て
き
た
。
そ
こ
に
は
背
景
と
し
て
の
風
景
と
風
景

そ
の
も
の
と
し
て
の
風
景
と
い
う
ち
が
い
が
あ
る
。

風
景
の
と
ら
え
か
た
、
風
景
を
め
ぐ
る
好
み
、
す
な
わ
ち
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
（
風
景
感
覚
）
が
ち
が
っ
て

い
た
。
哲
学
が
ち
が
っ
て
い
た
。

岡
倉
天
心
に
『
東
ア
ジ
ア
の
絵
画
に
お
け
る
自
然
』
が
あ
る
。
天
心
は
そ
こ
に
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

「
東
洋
と
西
洋
の
自
然
に
対
す
る
精
神
態
度
は
同
じ
で
は
な
い
。
東
洋
の
精
神
に
は
、
自
然
は
現
実
を
か

く
す
仮
面
で
あ
る
。
外
形
は
そ
れ
が
内
部
の
精
神
を
明
ら
か
に
す
る
限
り
に
お
い
て
重
要
と
な
る
」
（
橋

川
文
三
訳
）
。

や
や
参
考
に
な
る
。

も
う
一
人
、
あ
げ
て
お
く
。
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
地
理
学
者
で
環
境
景
観
学
が
専
門
の
オ
ギ
ュ
ス
タ

ン
・
ベ
ル
ク
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
は
、
「
日
本
人
は
あ
る
程
度
ま
で
伝
統
的
に
自
分
た
ち
の
環
境
自
然
を
風

景
と
し
て
知
覚
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
た
ん
に
野
生
の
空
間
と
し
て
の
み
見
て
い
た
の
で
は
な
い
」
と
書

い
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
風
景
は
「
い
か
に
お
は
す
」
と
い
う
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、

と
の
べ
て
い
る
。

こ
れ
は
言
い
え
て
妙
で
あ
っ
た
。
私
は
あ
る
と
き
ベ
ル
ク
に
、
ど
う
し
て
こ
ん
な
解
釈
が
で
き
た
の
か

と
問
う
た
こ
と
が
あ
る
の
だ
が
、
彼
は
二
つ
だ
け
あ
げ
れ
ば
、
そ
れ
は
和
辻
哲
郎
の
風
土
論
と
芭

蕉

の

わ

つ
じ

ば

し
よ
う

俳
諧
の
お
か
げ
で
す
と
答
え
て
く
れ
た
。

だ
い
た
い
風
景
と
は
、
た
ん
に
視
野
の
中
に
入
っ
た
自
然
対
象
の
こ
と
を
い
う
の
で
は
な
い
。

ケ
ネ
ス
・
ク
ラ
ー
ク
の
風
景
画
論
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
こ
が
特
定
の
風
景
と
お
も
え
る
場
所
で
な
け

れ
ば
風
景
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
場
所
に
対
す
る
つ
か
ま
え
か
た
を
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
は
「
ト

ポ
ス
」
と
よ
ん
だ
。

そ
の
よ
う
な
ト
ポ
ス
を
ふ
く
ん
だ
自
然
が
「
ピ
ュ
シ
ス
」
で
あ
る
。
ピ
ュ
シ
ス
は
生
成
さ
れ
た
自
然
の

本
質
的
な
実
態
で
、
そ
こ
か
ら
は
秩
序
が
派
生
す
る
。
自
然
そ
の
も
の
か
ら
秩
序
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
に
ギ
リ
シ
ア
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
は
合
理
を
ふ
く
ん
だ
も
の
な
の
だ
。

そ
の
う
え
で
と
い
う
か
、
そ
れ
ゆ
え
に
と
い
う
か
、
そ
の
自
然
の
一
部
に
人
間
が
か
か
わ
っ
た
と
こ
ろ

が
ト
ポ
ス
に
な
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
「
ト
ピ
ッ
ク
」
と
は
そ
の
ト
ポ
ス
に
か
か
わ
る
出
来
事
の
こ
と
を
い

う
。
合
理
の
自
然
、
合
理
の
風
景
か
ら
派
生
し
た
出
来
事
が
ト
ピ
ッ
ク
な
の
で
あ
る
。
そ
の
反
対
に
「
ユ
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ー
・
ト
ピ
ッ
ク
」
と
は
ど
ん
な
具
体
的
な
自
然
の
秩
序
に
も
制
約
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
い
う
。
し
た
が

っ
て
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
不
合
理
の
自
然
、
非
合
理
の
風
景
で
あ
っ
て
よ
い
。
合
理
の
ロ
ジ
ッ
ク
（
ロ
ゴ
ス
）

か
ら
は
説
明
で
き
な
い
と
こ
ろ
、
そ
こ
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
中
国
で
の
風
景
と
し
て
の
自
然
は
、
老
子
や
荘
子
の
言
葉
が
最
も
そ
の
見
方
の
特
徴
を

あ
ら
わ
し
て
い
る
と
お
も
わ
れ
る
の
だ
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も
「
無
為
自
然
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
「
万

物
斉
同
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
自
然
も
風
景
も
と
く
に
個
別
を
争
わ
な
い
。
自
然
対
象
と
人
間
心
理

が
い
っ
し
ょ
く
た
と
い
う
か
、
す
べ
て
が
つ
な
が
っ
て
い
る
。

し
か
も
天
心
や
ベ
ル
ク
が
言
う
よ
う
に
、
そ
の
自
然
の
そ
の
風
景
の
外
観
は
、
そ
れ
を
観
照
す
る
人
間

の
心
境
に
よ
っ
て
微
妙
に
変
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
自
然
が
も
つ
秩
序
に
よ
っ
て
変
容
す
る
と
は
見
な
い
。

こ
の
た
め
、
中
国
に
お
い
て
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
は
目
に
見
え
て
い
る
。
自
然
そ
の
も
の
の
中
に
あ
る
。
そ

の
自
然
に
対
し
て
心
境
が
深
ま
っ
た
と
こ
ろ
が
ユ
ー
ト
ピ
ア
（
桃
源
郷
）
な
の
で
あ
る
。
わ
か
り
や
す
く

い
え
ば
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
で
は
「
天
界
」
に
神
々
が
い
た
の
で
あ
る
が
、
古
代
中
国
で
は
、
も
と
よ
り
天

帝
た
ち
も
い
た
も
の
の
、
東
王
父
や
西
王
母
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
む
し
ろ

峻

厳
で
霊
気
た
だ
よ

し
ゆ
ん
げ
ん

う
自
然
の
中
に
い
た
。
そ
こ
は
隔
絶
さ
れ
た
天
界
で
は
な
く
、
人
界
に
つ
づ
く
天
界
だ
っ
た
。
だ
か
ら
こ

そ
中
国
で
は
、
そ
こ
に
「
仙
界
」
と
い
う
ト
ラ
ン
ジ
ッ
ト
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
想
定
し
た
の
で
あ
っ
た
。

一
方
、
日
本
人
は
ど
う
か
と
い
え
ば
、
こ
の
よ
う
な
ト
ポ
ス
の
風
景
を
総
じ
て
「
景
色
」
と
い
う
ふ
う

に
よ
ん
で
き
た
。

日
本
に
お
け
る
景
色
と
い
う
言
葉
の
用
法
は
、
『
枕
草
子
』
に
「
う
ら
う
ら
と
の
ど
か
な
る
日
の
景
色

な
ど
い
み
じ
う
を
か
し
き
に
」
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
た
『
源
氏
物
語
』
帚
木
に
「
す
く
よ
か
な
ら
ぬ
山
の

は
は
き
ぎ

景
色
、
木
深
く
世
ば
な
れ
て
た
た
み
な
し
」
と
あ
る
よ
う
に
、
気
分
と
と
も
に
「
う
つ
ろ
ふ
」
も
の
な
の

で
あ
る
。

日
本
の
景
色
は
そ
こ
に
じ
っ
と
し
て
い
な
い
の
だ
。
こ
れ
を
最
も
端
的
に
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
が

能
因
法
師
の
次
の
歌
だ
ろ
う
。

心
あ
ら
ん
人
に
見
せ
ば
や
津
の
国
の
な
に
は
わ
た
り
の
春
の
景
色
を

津
の
国
の
景
色
を
見
て
い
る
の
に
、
そ
こ
に
「
な
に
は
（
難
波
）
わ
た
り
」
の
「
春
の
景
色
」
を
感
じ

な

に
わ

て
い
る
。
し
か
も
そ
の
よ
う
な
感
じ
の
景
色
を
、
「
心
あ
ら
ん
人
」
に
も
見
せ
て
あ
げ
た
い
、
そ
の
人
の

と
こ
ろ
へ
移
し
た
い
と
言
っ
て
い
る
歌
で
あ
る
。

こ
れ
は
か
な
り
変
わ
っ
た
風
景
感
覚
だ
。

風
景
が
移
る
。
景
色
は
写
せ
る
、
と
い
う
の
だ
。

そ
の
景
色
を
移
し
て
写
す
媒
体
に
な
る
も
の
は
、
人
の
心
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
実
在
の
景
色
で
あ
っ

て
も
、
そ
の
景
色
は
心
の
な
か
で
移
っ
て
い
く
。
移
っ
た
先
は
ど
こ
で
も
よ
い
。
た
と
え
ば
天
橋
立
は
庭
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の
片
隅
に
移
る
。
そ
し
て
ベ
ル
ク
が
言
う
よ
う
に
「
そ
こ
に
お
は
し
ま
す
」
こ
と
が
で
き
た
の
だ
。
能
因

法
師
は
、
自
分
が
気
に
入
っ
た
景
色
を
「
心
あ
ら
ん
人
」
に
移
し
た
か
っ
た
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
景
色
が

「
そ
こ
に
お
は
し
て
」
ほ
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。

景
色
を
「
う
つ
す
」
と
い
う
方
法
は
、
日
本
で
は
早
く
か
ら
「
歌
枕
」
と
「
見
立
て
」
と
い
う
も
の
に

な
っ
て
い
た
。
「
歌
枕
」
は
人
の
心
に
移
し
や
す
い
景
色
を
も
っ
た
ト
ポ
ス
の
こ
と
で
あ
る
。
万
葉
の
こ

ろ
か
ら
特
定
が
は
じ
ま
っ
て
、
能
因
法
師
の
こ
ろ
に
は
実
に
六
七
七
ヶ
所
に
の
ぼ
る
名
所
歌
枕
に
も
な
っ

た
。
『
能
因
歌
枕
』
と
い
う
。

一
方
、
「
見
立
て
」
は
そ
の
歌
枕
か
ら
得
た
イ
メ
ー
ジ
を
別
の
と
こ
ろ
に
移
し
た
と
き
に
、
そ
こ
に
別

の
「
写
し
」
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
景
色
を
詠
ん
で
、
そ
の
景
色
を
心
に
浮
か
べ
て
は
ど
こ
か
へ
運
べ
た

わ
け
な
の
だ
が
、
そ
の
景
色
は
歌
枕
と
い
う
特
定
の
ト
ポ
ス
と
な
っ
た
。
こ
の
と
き
、
和
歌
は
そ
の
よ
う

な
歌
枕
を
ど
こ
か
に
移
し
て
、
何
か
に
見
立
て
る
た
め
の
特
別
の
メ
デ
ィ
ア
と
な
り
え
た
。

日
本
人
は
ま
た
、
「
景
色
」
を
茶
碗
な
ど
の
焼
き
物
の
風
情
に
も
感
じ
て
き
た
。
こ
の
景
色
が
え
え
な

ち
や

わ
ん

あ
と
、
父
は
届
け
ら
れ
た
茶
碗
を
見
て
は
溜
息
を
つ
い
て
い
た
。
そ
こ
に
歌
枕
が
必
ず
し
も
投
影
さ
れ
て

た
め

い
き

い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
や
は
り
風
景
で
あ
り
光
景
で
あ
っ
た
の
だ
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
わ
か
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
け
る
ト
ポ
ス
や
景
色
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
風

景
が
記
憶
で
き
、
そ
の
記
憶
に
も
と
づ
い
て
風
景
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
再
生
で
き
る
よ
う
な
格
別
の
場
所

を
い
う
。

し
た
が
っ
て
ト
ポ
ス
や
景
色
は
、
ど
こ
で
も
ト
ポ
ス
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ど
こ
も
が
景
色
に
な
る

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
の
原
則
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
日
本
人
が
「
格
別
の
場
所
」

と
い
う
も
の
を
求
め
つ
づ
け
た
理
由
を
あ
か
し
て
く
れ
る
ヒ
ン
ト
に
も
な
っ
て
い
く
。

ま
た
ま
た
私
の
小
さ
い
こ
ろ
の
話
を
も
ち
だ
す
が
、
両
親
に
連
れ
ら
れ
て
野
山
や
海
浜
に
行
っ
た
お
り
、

ど
う
し
て
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
父
や
母
が
、
「
あ
あ
、
こ
の
景
色
は
え
え
な
あ
、
胸
が
す
う
っ
と
す
る
な
あ
」
と
言
っ
た
こ

と
で
あ
る
。
い
っ
た
い
、
な
ぜ
急
に
そ
ん
な
こ
と
を
言
い
出
す
の
か
、
さ
っ
き
か
ら
山
道
を
歩
い
て
い
て
、

と
く
に
変
化
が
あ
る
と
は
お
も
え
な
い
の
に
、
あ
る
場
所
に
く
る
と
立
ち
止
ま
っ
て
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
。

そ
し
て
「
ど
う
や
、
き
れ
い
や
ろ
う
」
と
共
感
を
強
制
す
る
。
そ
れ
が
ど
う
に
も
わ
か
ら
な
か
っ
た
。

次
に
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
は
、
そ
こ
で
記
念
写
真
を
撮
り
た
が
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
写
真
を
撮
ら

れ
る
の
は
み
ん
な
好
き
だ
っ
た
の
で
よ
ろ
こ
ん
で
並
ん
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
は
家
族
が
並
ぶ
の
に
「
向
き
」

が
あ
る
の
が
妙
だ
っ
た
。
「
ち
ょ
っ
と
向
き
が
悪
い
」
と
か
い
う
の
だ
。
母
や
自
分
や
妹
の
向
き
で
は
な

い
。
自
動
シ
ャ
ッ
タ
ー
を
セ
ッ
ト
す
る
父
が
、
「
も
う
す
こ
し
右
や
」
と
場
所
を
指
定
す
る
。
そ
し
て
「
あ

の
山
が
入
っ
て
へ
ん
」
な
ど
と
い
う
。

風
景
の
向
き
な
の
だ
。

も
っ
と
も
、
そ
う
や
っ
て
苦
労
し
た
写
真
で
は
あ
る
の
だ
が
、
あ
と
で
焼
き
上
が
っ
た
写
真
を
見
る
と
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き
は
、
「
お
前
の
顔
は
笑
っ
て
へ
ん
で
」
と
か
と
い
う
感
想
ば
か
り
で
、
う
し
ろ
の
風
景
な
ど
ま
っ
た
く

問
題
に
な
ら
な
い
。
ど
う
も
合
点
が
い
か
な
か
っ
た
。

小
学
校
で
写
生
を
や
ら
さ
れ
た
と
き
も
、
似
た
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
た
。
ど
こ
を
描
け
ば
い
い
の
か
、

そ
れ
が
わ
か
ら
な
い
。
結
局
は
親
し
い
友
達
が
坐
っ
た
場
所
に
坐
っ
て
描
い
て
い
る
と
、
先
生
が
や
っ
て

す
わ

き
て
、
「
う
ん
、
あ
の
イ
チ
ョ
ウ
を
描
い
て
い
る
ん
や
な
。
も
う
す
こ
し
大
き
く
描
き
な
さ
い
」
な
ど
と

指
示
を
す
る
。
そ
こ
で
初
め
て
イ
チ
ョ
ウ
を
描
く
と
い
う
意
識
を
も
た
さ
れ
た
。

な
ぜ
風
景
は
特
定
で
き
る
の
か
。
そ
こ
に
ト
ポ
フ
ィ
リ
ア
の
伝
統
が
あ
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
、

場
面
を
特
定
す
る
シ
ー
ノ
グ
ラ
フ
ィ
（
場
面
思
想
）
と
も
い
う
べ
き
が
生
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
「
山
水
」
と
い
う
思
想
を
見
る
に
は
、
こ
の
よ
う
な
見
方
だ
け
で
は
足
り
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
東
洋
的
に
は
、
そ
こ
に
「
仙
界
」
や
「
お
は
し
ま
す
」
や
「
う
つ
す
」
や
「
景
色
」
と
い
う
感
覚
が

加
わ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
だ
。

も
う
ひ
と
つ
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
等
伯
が
あ
ら
わ
し
た
景
色
は
、
い
っ
た
い
わ
れ

わ
れ
の
国
に
特
有
の
も
の
な
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
。

風
景
が
風
景
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
ト
ポ
ス
を
活
用
し
た
記
憶
術
が
関
与
す
る
。
風
景
と
は
記
憶

の
代
名
詞
な
の
で
あ
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ア
に
発
し
た
ト
ポ
ス
の
考
え
か
た
は
、
風
景
の
前
に
お
か
れ
た
人
物
や
事
物
の
関
係
を
重

視
し
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
場
面
と
し
て
つ
な
が
る
こ
と
が
重
視
さ
れ
た
。
だ
か
ら
風
景
は
、
必
ず
し

も
本
当
の
風
景
で
な
く
て
も
よ
か
っ
た
。
そ
こ
に
天
体
の
運
行
や
星
座
の
配
置
、
あ
る
い
は
神
々
の
動
向

が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
。

問
題
は
風
景
を
借
り
て
、
そ
こ
に
コ
ス
モ
ロ
ジ
ッ
ク
な
知
の
組
み
合
わ
せ
が
出
現
で
き
た
か
ど
う
か
、

そ
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
、
知
の
シ
ス
テ
ム
が
再
生
で
き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
つ
ま
り

風
景
は
「
世
界
の
知
」
に
か
か
わ
る
た
め
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
あ
る
い
は
ス
キ
ー
マ
と
い
う
も
の
な
の
だ
。

こ
の
よ
う
な
考
え
か
た
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
ヴ
ィ
ト
ル
ヴ
ィ
ウ
ス
の
建
築
術
に
も
あ
ら
わ
れ
た
。

と
こ
ろ
が
、
古
代
中
国
人
に
と
っ
て
は
（
朝
鮮
や
日
本
も
そ
う
で
あ
っ
た
が
）
、
風
景
の
転
位
力
こ
そ

が
風
景
だ
っ
た
。
こ
こ
こ
そ
が
風
景
で
あ
る
と
い
う
場
所
は
い
ろ
い
ろ
動
い
た
の
だ
。
移
す
こ
と
が
で
き

た
の
だ
。
つ
ま
り
そ
の
よ
う
に
転
位
し
う
る
「
景
色
の
力
」
が
あ
る
と
こ
ろ
だ
け
が
風
景
と
な
り
え
た
の

で
あ
る
。

そ
の
「
景
色
の
力
」
の
こ
と
を
「
景
気
」
と
い
う
。

景
気
は
経
済
用
語
や
経
営
用
語
で
は
な
い
。
景
色
の
た
め
の
用
語
で
あ
る
。
実
は
「
経
営
」
も
経
済
用

語
で
は
な
か
っ
た
。
水
墨
画
で
「
経
営
位
置
」
と
い
う
が
、
そ
の
経
営
で
あ
る
。
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
あ
る

い
は
コ
ン
フ
ィ
ギ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
だ
。

そ
う
い
う
意
味
で
は
、
中
国
や
日
本
の
風
景
は
最
初
か
ら
風
景
と
し
て
自
立
し
て
い
た
。
の
ん
べ
ん
だ

ら
り
と
し
た
風
景
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
特
定
で
き
る
風
景
に
、
景
色
の
力
と
し
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て
の
「
景
気
」
が
み
な
ぎ
っ
た
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
ビ
英
雄
の
『
日
本
語
を
書
く
部
屋
』
に
興
味
深
い
指
摘
が
あ
る
。

リ
ー
ビ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
住
ん
で
、
日
本
語
、
と
り
わ
け
大
和
言
葉
を
好
ん
で
小
説
を
書
い
て
き
た

作
家
だ
が
、
初
期
に
英
訳
『
万
葉
集
』
に
あ
こ
が
れ
て
こ
れ
を
研
究
し
て
い
た
。
や
が
て
初
め
て
来
日
し
、

万
葉
の
ふ
る
さ
と
の
飛
鳥
や
大
和
を
訪
ね
て
み
て
、
驚
い
た
。
た
と
え
ば
「
明
日
香
の
旧
き
京
師
は
山
高

ふ
る

み

や

こ

み
河
雄
大
し
」
の
英
訳
で
は
、
山
は
マ
ウ
ン
テ
ン
、
河
は
リ
バ
ー
に
な
っ
て
い
る
の
に
、
飛
鳥
の
ど
こ
に

と
ほ
し
ろ

行
っ
て
も
彼
が
英
語
で
想
定
す
る
よ
う
な
巨
き
な
マ
ウ
ン
テ
ン
も
リ
バ
ー
も
な
い
。
実
際
の
大
和
飛
鳥
の

山
々
は

霞

た
な
び
く
ご
く
小
さ
な
丘
の
よ
う
な
も
の
で
、
河
は
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
流
れ
る
小
川
の
よ
う
な

か
す
み

も
の
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
ズ
レ
が
あ
る
。
リ
ー
ビ
英
雄
は
大
い
に
失
望
し
て
、
日
本
人
は
な
ん
と
嘘
つ
き

う
そ

で
大
袈
裟
な
の
か
と
思
う
。

お
お

げ

さ

し
か
し
、
そ
の
う
ち
に
気
が
つ
い
た
。
そ
の
ズ
レ
に
こ
そ
古
代
日
本
人
の
想
像
力
の
発
動
の
秘
密
が
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
に
。

リ
ー
ビ
英
雄
が
想
像
力
と
み
た
も
の
、
そ
れ
が
飛
鳥
大
和
に
動
い
て
い
た
「
景
気
」
な
の
で
あ
る
。
た

し
か
に
そ
れ
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
と
大
和
と
で
は
ち
が
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
景
気
を
め
ぐ
る

見
方
の
ち
が
い
が
、
東
西
の
風
景
画
に
ま
っ
た
く
異
な
る
生
い
立
ち
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
っ

た
。西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
風
景
画
は
、
通
説
で
は
一
三
四
〇
年
の
シ
エ
ナ
市
庁
舎
に
描
か
れ
た
フ
レ
ス
コ
画
『
善

政
と
悪
政
』
が
最
初
で
あ
る
。

こ
れ
は
町
や
村
の
人
々
の
様
子
の
背
景
に
自
然
の
光
景
が
描
か
れ
た
と
い
う
だ
け
の
も
の
で
、
純
粋
な

風
景
だ
け
の
風
景
画
と
な
る
と
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
が
一
四
七
三
年
こ
ろ
に
描
い
た
ペ
ン
に

よ
る
ス
ケ
ッ
チ
を
べ
つ
に
す
れ
ば
、
ア
ル
ベ
ル
ト
・
デ
ュ
ー
ラ
ー
が
旅
行
先
で
描
い
た
例
の
『
ア
ル
コ
の

眺
望
』
ま
で
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
四
九
五
年
の
作
だ
っ
た
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
最
初
の
風
景
画
が
『
善
政
と
悪
政
』
の
背
景
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
な
か

な
か
象
徴
的
な
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
風
景
は
な
が
い
あ
い
だ
善
意
と
し
て
の

「
啓
蒙
自
然
」
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
自
然
の
風
景
は
そ
こ
か
ら
秩
序
や
合
理
が
出
て
く
る
だ
け
で
は

け
い

も
う

な
く
、
人
々
を
啓
蒙
で
き
る
と
も
み
な
さ
れ
た
の
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
、
い
つ
も
こ
の
よ

う
な
自
然
観
を
も
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
自
然
風
景
観
を
打
破
し
よ
う
と
し
た
哲
学
者
や

学
者
詩
人
も
少
な
く
な
い
。
フ
ン
ボ
ル
ト
、
ゲ
ー
テ
、
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
が
そ
う
い
う
一
群
だ
っ
た
。
け
れ

ど
も
全
般
に
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
自
然
は
啓
蒙
の
源
泉
で
あ
り
つ
づ
け
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
中
国
の
風
景
画
は
か
な
り
初
期
か
ら
山
水
画
と
し
て
の
自
立
を
も
っ
て
い
た
。

は
じ
め
っ
か
ら
「
山
水
」
と
い
う
風
景
概
念
が
で
き
て
い
た
。

山
水
の
考
え
か
た
は
、
す
で
に
九
世
紀
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
が
は
じ
ま
り
、
十
世
紀
の
董
源
や
巨
然

と
う
げ
ん

き
よ
ね
ん

の
時
代
で
早
く
も
確
立
を
み
て
い
る
。
中
国
美
術
史
に
名
高
い
「
燕
家
の
景
致
」
と
い
わ
れ
た
燕
文
貴
も

え
ん

え

ん

ぶ

ん

き
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十
世
紀
の
人
、
張
彦
遠
の
『
歴
代
名
画
記
』
は
そ
れ
よ
り
一
〇
〇
年
も
前
の
八
四
七
年
の
刊
行
だ
っ
た
。

ち
よ
う
げ
ん
え
ん

つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
九
世
紀
に
は
風
景
画
な
い
し
は
風
景
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
の
美
を
語
り
あ
う
文
人
の

習
慣
が
生
ま
れ
て
い
た
わ
け
な
の
で
あ
る
。

こ
の
東
西
の
風
景
画
の
決
定
的
な
差
は
、
そ
の
ま
ま
洋
の
東
西
の
風
景
を
め
ぐ
る
考
え
の
差
を
あ
ら
わ

し
て
い
る
。

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、
あ
く
ま
で
近
い
人
物
か
ら
遠
い
風
景
へ
視
点
が
進
み
、
東
ア
ジ
ア
で
は
遠
い
風

景
の
中
に
点
景
と
し
て
の
人
物
を
配
し
た
。
そ
こ
で
視
点
は
遠
い
外
側
か
ら
巻
き
こ
む
よ
う
に
内
側
へ
入

っ
て
き
た
。

こ
の
考
え
か
た
が
日
本
に
も
流
入
す
る
。

そ
も
そ
も
、
人
間
が
風
景
を
風
景
と
し
て
同
定
で
き
る
に
は
「
定
住
」
と
い
う
観
念
が
先
行
す
る
必
要

が
あ
る
。

こ
れ
は
周
知
の
よ
う
に
西
ア
ジ
ア
に
は
じ
ま
っ
た
農
耕
の
発
生
に
と
も
な
っ
て
い
る
。
農
耕
と
は
、
毎

年
同
じ
光
景
が
く
り
か
え
せ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
逆
に
、
牧
草
を
求
め
て
動
き
ま
わ
る
遊
牧
民

族
に
は
ほ
と
ん
ど
風
景
画
は
発
達
し
な
か
っ
た
。
一
定
の
風
景
を
記
憶
し
つ
づ
け
る
必
要
が
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。
遊
牧
民
族
が
風
景
画
に
関
心
を
も
つ
と
き
は
、
た
い
て
い
か
れ
ら
が
定
住
を
開
始
し
て
か
ら

だ
っ
た
。

そ
れ
が
ア
ー
リ
ア
民
族
が
イ
ン
ド
に
入
っ
て
林
住
し
、
つ
い
に
は
「
坐
す
る
瞑
想
」
に
関
心
を
も
っ
た

ざ

め
い

そ
う

理
由
で
あ
る
。

つ
い
で
、
定
住
の
時
代
か
ら
集
落
の
時
代
に
発
達
し
て
く
る
と
、「
こ
こ
」（here

）
と
い
う
観
念
と
「
む

こ
う
」
（there

）
と
い
う
観
念
が
生
じ
て
く
る
。
「
こ
こ
」
に
対
し
て
「
む
こ
う
」
が
で
き
て
く
る
。
最
初

は
「
む
こ
う
」
は
他
界
観
念
に
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
。
ま
た
死
語
の
世
界
と
も
密
接
に
結
び

つ
い
て
い
た
。

し
か
し
や
が
て
、
「
む
こ
う
」
に
ユ
ー
ト
ピ
ッ
ク
な
発
想
が
加
わ
っ
て
く
る
。
そ
こ
へ
行
け
ば
す
べ
て

が
す
ば
ら
し
い
と
い
う
「
幻
想
の
ト
ポ
ス
」
が
想
定
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
う
し
た
ユ
ー
ト
ピ
ッ
ク

な
場
所
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
が
あ
た
え
ら
れ
た
。
「
ア
ル
カ
デ

ィ
ア
」
と
か
「
桃
源
郷
」
と
か
、
あ
る
い
は
「
エ
ル
ド
ラ
ド
」
と
か
「
シ
ャ
ン
バ
ラ
」
と
か
「
浄
土
」
と

い
っ
た
名
称
だ
。

幻
想
の
ト
ポ
ス
の
構
想
は
、
一
方
で
は
そ
の
空
想
世
界
の
内
実
に
詳
細
な
デ
ィ
テ
ー
ル
を
付
加
し
て
い

き
、
他
方
で
は
、
そ
の
空
想
世
界
に
す
こ
し
で
も
近
い
現
実
の
風
景
を
さ
が
し
も
と
め
る
と
い
う
願
望
を

つ
く
っ
て
い
く
。
風
景
の
発
生
に
は
、
こ
の
願
望
が
重
要
な
メ
ル
ク
マ
ー
ル
に
な
っ
た
の
だ
。

そ
の
う
ち
、
こ
の
よ
う
な
風
景
の
つ
か
み
か
た
に
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
方
法
が
加
わ
っ
た
。

ひ
と
つ
は
「
国
見
」
と
い
う
方
法
で
あ
る
。

く
に

み

国
見
は
高
所
か
ら
盆
地
の
よ
う
な
一
望
に
見
渡
せ
る
場
所
を
眺
望
す
る
こ
と
を
い
う
。
「
高
い
山
か
ら
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谷
底
見
れ
ば
、
瓜
や
茄
子
の
花
ざ
か
り
」
と
い
う
俗
謡
歌
が
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
方
法
を
い
う
。『
播
磨

う
り

な

す

び

は
り

ま

国
風
土
記
』
に
は
「
品
太
の
天
皇
、
此
の
阜
に
登
り
て
覧
国
を
し
た
ま
ひ
き
」
と
あ
る
。
舒
明
天
皇
は
「
天

ほ

む

た

こ
れ

お
か

く

に

み

じ
よ

め
い

の
香
具
山
登
り
立
ち
国
見
を
す
れ
ば
」
の
詩
句
を
詠
ん
だ
。
古
代
中
国
の
皇
帝
は
国
を
遠
望
し
つ
つ
封
禅

ほ
う

ぜ
ん

を
し
た
。
そ
こ
で
は
家
々
や
人
物
は
点
景
に
な
る
。

古
代
歌
謡
に
は
た
く
さ
ん
の
国
見
歌
が
あ
る
。
日
本
の
古
代
歌
謡
は
、
こ
の
国
見
歌
と
相
聞
歌
と
挽
歌

そ
う

も
ん

ば
ん

か

と
木
挽
歌
と
羈
（
羇
）
旅
歌
、
だ
い
た
い
こ
の
五
種
類
で
で
き
て
い
る
。

き

び
き

き

り
よ

国
見
は
、
場
所
の
景
気
を
判
断
す
る
方
法
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
為
政
者
が
国
情
を
見
る
に
は
国
見

が
欠
か
せ
な
い
。
為
政
者
ば
か
り
が
国
見
を
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
柿
本
人
麻
呂
の
琵
琶
湖
の
歌
の

び

わ

こ

よ
う
に
、
風
景
を
叙
景
す
る
こ
と
で
時
の
心
情
を
読
む
歌
人
に
と
っ
て
も
、
い
つ
、
ど
こ
で
国
見
を
す
る

か
と
い
う
こ
と
は
重
大
な
選
択
的
な
課
題
に
な
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
こ
で
「
ク
ニ
」
と
い
っ
て
い
る
の

は
、
お
ク
ニ
ぶ
り
と
か
お
ク
ニ
言
葉
と
い
う
よ
う
に
、
あ
る
特
定
の
地
域
の
特
色
を
意
味
し
て
い
た
か
ら

で
あ
る
。
こ
れ
を
「
風

俗
」
と
い
っ
た
。

ふ
ぞ
く
・
く
に
ぶ
り

風
俗
は
風
が
つ
く
っ
た
景
観
の
特
色
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
国
見
は
、
一
個
の
個
人
が
力
の
あ
る
風
景
に
対
座
で
き
る
か
ど
う
か
を
試
す
に
、
も
っ
て
こ

い
の
方
法
と
な
っ
た
。
い
ま
で
も
修
験
道
で
は
修
行
者
を
崖
っ
ぷ
ち
か
ら
両
足
を
も
っ
て
吊
し
、「
さ
あ
、

つ
る

ど
う
だ
。
世
界
が
見
え
た
か
」
と
言
っ
て
、
下
界
の
ク
ニ
を
眺
め
さ
せ
る
荒
行
を
す
る
。
そ
れ
も
国
見
の

一
種
で
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
あ
る
意
味
で
、
特
定
の
風
景
の
前
に
キ
ャ
ン
バ
ス
を
お
い
て
こ
れ
に
と
り
く
む
画
家
の
試
練

と
も
通
底
す
る
。

も
う
ひ
と
つ
の
方
法
は
「
風
水
」
で
あ
る
。

風
水
を
一
言
で
い
え
ば
、
「
得
水
蔵
風
」
を
見
る
方
法
を
い
う
。
水
の
流
れ
、
風
の
流
れ
を
計
測
し
な

と
く

す
い

ぞ
う

ふ
う

が
ら
、
地
勢
水
勢
を
見
る
。
土
地
そ
の
も
の
の
見
方
、
場
所
そ
の
も
の
の
見
方
が
風
水
で
あ
る
。

長
安
も
ソ
ウ
ル
も
平
安
京
も
、
い
ず
れ
も
こ
の
風
水
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
。
つ
ま
り
選
地
術
あ
る
い
は

占
地
術
な
の
で
あ
る
。

わ
が
国
で
は
風
水
を
た
ん
な
る
家
相
術
と
か
墓
相
術
と
か
と
み
る
い
い
か
げ
ん
な
風
水
屋
が
い
る
が
、

そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
応
用
さ
れ
た
。
自
然
哲
学
で
も
あ
っ
た
。
ま
た
、

実
用
で
も
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
唐
代
に
帝
室
地
師
と
し
て
活
躍
し
た
楊

筠

松
は
、
晩
年
は
貧
窮
先
生

よ
う
し
や
く
し
よ
う

と
よ
ば
れ
た
が
、
風
水
を
活
用
し
た
転
地
療
法
に
よ
っ
て
民
衆
の
貧
困
と
病
気
を
救
っ
た
も
の
だ
っ
た
。

い
わ
ゆ
る
風
水
師
、
風
水
先
生
で
あ
る
。
か
つ
て
は
堪
輿
家
と
も
よ
ば
れ
た
。

か

ん

よ

か

風
水
に
は
、
主
と
し
て
四
つ
の
原
理
が
は
た
ら
い
て
い
る
。

陰
陽
符
合
、
天
地
交
通
、
内
気
萌
生
、
外
気
成
形
。

ほ
う
せ
い

だ
い
た
い
言
わ
ん
と
す
る
内
容
の
見
当
は
つ
く
だ
ろ
う
。
「
陰
陽
符
合
」
は
風
景
全
体
の
気
合
を
見
る

こ
と
、
「
天
地
交
通
」
は
そ
の
気
の
流
れ
ぐ
あ
い
の
こ
と
を
、
「
内
気
萌
生
」
は
そ
の
場
所
に
特
有
し
て
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生
じ
る
力
の
こ
と
を
、
「
外
気
成
形
」
は
周
辺
の
山
水
の
勢
い
の
お
よ
ぼ
し
か
た
を
、
そ
れ
ぞ
れ
さ
し
て

い
る
。
こ
の
四
つ
の
原
理
が
は
た
ら
く
場
所
を
適
確
に
発
見
す
る
の
が
風
水
師
の
仕
事
に
な
る
。

風
水
師
に
な
る
に
は
俗
に
「
三
年
尋

龍

、
十
年
点
穴
」
と
い
わ
れ
て
、
た
い
へ
ん
な
キ
ャ
リ
ア
を
要

り
ゆ
う

け
つ

求
さ
れ
た
。
「
龍
」
と
は
地
勢
の
ス
ト
リ
ー
ム
を
示
す
龍
脈
を
、
「
穴
」
と
は
地
勢
の
ス
ポ
ッ
ト
に
あ
た

る
龍
穴
を
い
う
。
龍
脈
は
低
く
て
も
か
ま
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
お
お
む
ね
力
の
あ
る
山
脈
を
さ
し
、
龍
穴

は
そ
こ
か
ら
風
が
お
こ
り
そ
う
な
風
の
洞
穴
を
さ
す
こ
と
が
多
か
っ
た
。
風
の
洞
窟
の
こ
と
は
風
穴
と
も

ふ
う
け
つ

い
っ
た
。
日
本
で
は
富
山
県
の
礪
波
地
方
に
い
く
つ
も
の
風
穴
伝
承
が
の
こ
っ
て
い
て
、
学
生
の
こ
ろ
、

と

な
み

私
は
そ
こ
を
彷
徨
し
た
も
の
だ
。

ほ
う

こ
う

こ
う
し
た
国
見
と
風
水
と
い
う
二
つ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
東
ア
ジ
ア
的
な
歴
史
の
初
期
に
「
風
景
を
景
色

に
す
る
見
方
」
を
支
え
て
い
た
。

こ
こ
に
「
山
水
」
の
発
生
の
背
景
が
あ
っ
た
。
山
水
画
が
生
ま
れ
て
く
る
背
景
が
あ
っ
た
。

む
ろ
ん
国
見
や
風
水
も
ト
ポ
ス
で
あ
っ
て
、
そ
の
見
方
自
体
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
と
変
わ
ら
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
ト
ポ
ス
は
つ
ね
に
可
視
的
な
も
の
と
し
て
地
図
と
な
り
地
勢
と
な
っ
て
、

歌
に
詠
ま
れ
詩
に
印
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
い
つ
で
も
そ
の
ト
ポ
ス
を
ど
こ
か
に
運
べ
る
も
の
と
し
て
き

し
る

た
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
、
「
光
を
観
じ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
観
光
」
と
い
う
考
え
か
た
の
起
源
で
も

あ
っ
た
は
ず
だ
っ
た
。

そ
し
て
さ
ら
に
私
が
お
も
う
に
は
、
水
墨
山
水
の
歴
史
と
は
こ
の
二
つ
の
見
方
を
前
提
に
し
て
発
祥
し

て
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
独
特
の
技
法
が
加
わ
っ
た
。
筆
と
墨
と
水
と
紙
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
融
合
で
あ
る
。
こ
の
技
法

が
発
達
し
な
け
れ
ば
、
東
洋
に
山
水
画
は
生
ま
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
を
水
暈
墨
章
と
い
う
。

す
い
う
ん
ぼ
く
し
よ
う

（
松
岡
正
剛
『
山
水
思
想
「
負
」
の
想
像
力
』
に
よ
る
）

問
一

筆
者
の
考
え
を
踏
ま
え
、
「
日
本
に
お
け
る
風
景
感
覚
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
な
た
が
考
え
た
こ

と
に
つ
い
て
、
具
体
例
を
挙
げ
て
論
じ
な
さ
い
。
（
八
〇
〇
字
以
内
）

問
二

課
題
文
を
参
考
に
し
た
場
合
、
ど
の
よ
う
な
研
究
あ
る
い
は
創
作
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ま
す
か
。

現
在
、
あ
な
た
が
尾
道
市
立
大
学
日
本
文
学
科
で
学
び
た
い
と
考
え
る
内
容
と
関
連
づ
け
て
具
体

的
に
述
べ
な
さ
い
。
（
四
〇
〇
字
以
内
）
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薦
型
選
抜 

芸
術
文
化
学
部
日
本
文
学
科 

事
前
提
出
小
論
文 

解
答
用
紙
（
三
） 

問
二 



下
書
き
用
紙

（
解
答
用
紙
と
一
緒
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い

）

受　　験　　番　　号



2023日本文学科 学校推薦型 事前提出小論文 
（出典・出題のねらい・評価の観点） 
 

出典  松岡正剛 『山水思想「負」の創造力』  253頁～268頁   筑摩書房   2008年   

 

問１ 筆者の考えを踏まえ、「日本における風景感覚」というテーマであなたが考えたことについて、具体例を挙げ

て論じなさい。（800字以内） 

問 2 課題文を参考にした場合、どのような研究あるいは創作が可能であると考えますか。現在、あなたが尾道市

立大学日本文学科で学びたいと考える内容と関連づけて具体的に述べなさい。（400字以内） 

 

出題のねらい 

・説明的文章の基礎的な読解力をみる。 

・日本文学を学ぶにあたって基本となる日本人の思想に対する関心や論理的思考力、文章表現力をみる。具体的に

は、日本における風景感覚に関する課題文を読み、内容を踏まえた上で、自分自身の知識や経験に関連づけて日

本の文学および文化についての論を展開することができるかを問う。 

・課題文に関連づけた研究あるいは創作の可能性をわかりやすく説明できるかを問うと同時に、本学での学びに向

けての意欲を測定する。 

 

評価の観点 （50点満点）  

1． 設問を正しく理解した上で、文章から正確に情報を読み取っているか。 

2． 設問を正しく理解した上で、適切な（論の展開に必要な）具体例が挙げられているか。 

3． 課題文や具体例、自分自身の知識や経験を活用した上で、論理的な文章が構成されているか。 

4． 文章の構成を工夫した上で、読み手にわかりやすい説明をしているか。 

5． 参考にした情報について正しく明示しているか。 
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