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ニ
O
一
九
年
度
早
稲
田
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科

穆
士
課
程
特
別
選
考
入
学
試
験
問
題

〔
小
論
文
〕
門
一
国
語
教
育
専
攻
〕

解
窓
口上
の
注
意

一．

解
答
用
紙
の
所
定
摘
に
、
受
験
番
号
・
氏
名

・
研
究
指
導
名

・
指
導
教
員
名
を
必
ず
記
入
す
る
こ
と
。

一一
．
無
解
答
の
解
答
用
紙
で
も
提
出
す
る
こ
と
。

三
．

問
題
用
紙
は
「
三
枚
」

（
本
ペ

1
ジ
含
む
）

、
解
答
用
紙
は

ご

枚

」
で
す
。
必
ず
枚
数
を
確
認
す
る
こ
と
匂

以

上



問
題

。
九
年
度
田
中
揺
聞
大
学
大
学
競
教
蕎
学
研
究
科

修
士
課
鰻

特
剖
選
考
入
学
説
験
問
題

F「

〔
国
語
教
育
専
攻
〕

出
論
文
b-d 

次
に
示
す
の
は
丹
藤
博
文
著
『
ナ
ラ
テ
イ
ヴ
・
リ
テ
ラ
シ

i
l読
書
行
為
と
し
て
の
語
り

l
』
（
漢
水
社
、

さ
れ
た
、
丹
藤
氏
の
「
物
語
と
し
て
の
説
明
文
」

（冒
頭
に
省
略
し
た
箇
所
が
あ
る
）

後
の
間
い
に
答
え
な
さ
い
。

O
一
八
・

四
）
に
収
録

で
あ
る
。
こ
の
文
章
を

と
題
す
る
論
文
の
一
節

読
ん
で
、

文
学
的
な
テ
ク
ス
ト
を
読
む

う
え
で
、
作
者
で
は
な
く
語
り
手
と
い
う
虚
構
上
の
主
体
を
想
定
す
る
こ
と
は
必
須
で
あ
る
。
作
者
と
語
り
手
が
分
裂

し
て
い
る
こ
と
が
、

テ
ク
ス
ト
を
読
む
う
え
で
の
条
件
で
あ
っ
た
。
説
明
文
に
お
い
て
も
、

筆
者
で
は
な
く
語
り
手
と

す
べ
き
で
あ
る
。

理
論
的
に
は
、

言
語
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
物
語
化
さ
れ
る

世
界
は
言
語
化
さ
れ
て
お
り
、

こ
と
で
あ
っ
て
、

物
語
で
あ
る
以
上
、
語
り
手
を
想
定
で
き
る
。

ま
た
、
テ
ク
ス
ト
は
、

た
い
て
い
事
後
的
に
書
か
れ

た
も
の
で
あ
り
、

書
く
こ
と
と
書
か
れ
る
こ
と
の
あ
い
だ
に
は
時
間
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
は
不
可
避
で
あ
る
。
警
か
れ
る
も

の
や
こ
と
は
、

奪
回
く
こ
と
に
よ
っ
て
忠
実
に
再
現
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
変
形
や
一
編
集
を
免
れ
な
い
。
語
り
に
よ
っ
て

新
た
に
制
作
さ
れ
る
と
い
う
点
で
は
文
学
テ
ク
ス
ト
と
変
わ
ら
な
い
。
た
だ
ち
に
、
テ
ク
ス
ト
外
の
筆
者
に
還
元
す
る

ト

ι
hソ、

テ
ク
ス
ト
内
で
語
り
手
が
ど
の
よ
う
に
語
る
か
の
方
略
や
力
学
に
目
を
向
け
る
こ
と
の
方
が
、

は
る
か
に
生
産

的
で
あ
る
。

高
校
一
年
の
定
番
教
材
で
あ
る
山
崎
正
和

『水
の
東
西
』
で
見
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
本
文
は
、

（
教
育
出
版
、
二
O
二
ハ
年
）
に
拠
る
。
ち
な
み
に
、
本
教
科
書
で
は
、
「評
論
」
の
扱
い
で
あ
る
。

高
等
学
校
の
一
年
生
の
教
材
と
し
て
長
く
採
用
さ
れ
る
理
由
は
何
か
。

教
材
と
し
て
の
意
図
は
、

き
」
に
明
ら
か
で
あ
る
。

「
国
語
総
合
」

「
学
習
の
手
引

l 

筆
者
は
「
鹿
お
ど
じ
」
と
「
噴
水
」
と
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
か
。
本
文
中

の
矧
倒
調
剤
刊
を
ふ
ま
え
な
が
ら
、
ま
と
め
て
み
よ
う
。

「
そ
う
い
う
思
想
は
む
し
ろ
思
想
以
前
の
感
性
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
た
よ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、

ま
と
め
て
み
よ
う
。

-2♂ 

2 3 

な
ぜ
、
鹿
お
ど
し
が
「
日
本
人
が
水
を
鑑
賞
す
る
行
為
の
極
致
を
現
す
仕
掛
け
」
だ
と
い
え
る
の
か
、
ま
と

（傍
線
は
丹
藤
。
以
下
向
じ
）

め
て
み
よ
う
。

「
鹿
お
ど
し
」
と
「
噴
水
」
と
い
っ
た
「
対
句
表
現
」
か
ら
、

日
本
と
西
洋
と
い
う
一
一
項
対
立
を
読
む
こ
と
に
主
眼

が
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
実
際
本
文
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
明
確
に
表
記
さ
れ
て
い
る
。

流
れ
る
水
と
、
噴
き
上
げ
る
水
。

時
間
的
な
水
と
、
空
間
的
な
水
。

見
え
な
い
水
と
、
自
に
見
え
る
水
。

本
教
材
が
、
西
洋
と
日
本
と
い
う
こ
項
対
立
に
終
わ
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
も
ち
ろ
ん
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。

「
手
引
き

3
」
が
問
う
て
い
る
よ
う
に
、
百
本
独
自
の
文
化
を
礼
賛
し
た
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
具
体
的
な

根
拠
が
、
明
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
語
り
手
の
主
観
お
よ
び
語
り
方
に
よ
っ

て
、
そ
の
こ
と
を
達
成
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
「
「
行
雲
流
水
』
と
い
う
仏
教
的
な
言
葉
が
あ
る
が
、
そ
う
い
う
思
想
は
む
し
ろ
思
想
以
前
の
感
性
に
よ
っ
て
裏

づ
け
ら
れ
て
い
た
」
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
思
想
以
前
の
感
性
に
よ
っ
て
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
日
本
と
い
う
よ

り
、
む
し
ろ
語
り
手
で
あ
る
。

冒
頭
「
「
鹿
お
ど
し
』
が
動
い
て
い
る
の
を
見
る
と
、
そ
の
愛
婿
の
中
に
、
な
ん
と
な
く
人
生
の
け
だ
る
き
の
よ
う

な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
始
ま
る
。
「
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う
叙
述
か
ら
も
知
れ
る
よ
う
に
、
「
鹿
お

ど
し
」
を
「
愛
婿
」
が
あ
る
も
の
と
し
、
「
人
生
の
け
だ
る
き
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
」
と
す
る
見
方
も
ま
っ
た
く

主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
誰
し
も
そ
の
よ
う
に
「
感
じ
る
」
と
は
限
ら
な
い
。
続
け
て

「く
ぐ
も
っ
た
優
し
い
音
を
た

て
る
」
と
い
う
の
も
、
個
人
の
主
観
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
い
。

「私
は
こ
の
『
鹿
お
ど
し
」
を
、

ニ
ュ

ー
ヨ
ー
ク



。
九
年
震

皐
稲
田
大
学
大
学
院
教
青
学
研
究
科

修
士
課
程

特
副
刷
選
警
入
学
試
験
問
題

F田「

〔
国
語
教
育
専
攻
｝

小
論
文
~ 

の
大
き
な
銀
行
の
待
合
室
で
見
た
こ
と
が
あ
る
。
日
本
の
古
い
文
化
が
い
ろ
い
ろ
と
紹
介
さ
れ
る
中
で
、
あ
の
素
朴
な

竹
の
響
き
が
西
洋
入
の
心
を
魅
き
つ
け
た
の
州
制
リ
利
創
刊
」
と
な
る
。
「西
洋
人
の
心
を
魅
き
つ
け
た
」
か
ど
う
か

は
わ
か
ら
な
い
か
ら
、
さ
す
が
に
「
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
推
量
表
現
と
な
る
。
そ
し
て
、
「
噴
水
」
と
の
比
較
が

な
さ
れ
る
。
「
噴
水
」
は
、

自
本
に
も
あ
る
が
、
「
日
本
の
噴
水
は
や
は
り
西
洋
の
も
の
ほ
ど
美
し
く
な
い
」
と
否
定
さ

れ
る
。
し
か
し
、
「
割
引
制
札
日
本
人
は
西
洋
人
と
違
っ
た
独
特
の
好
み
を
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
」
と
、
日
本
の
独

自
性
が
「
お
そ
ら
く
」
と
、
ま
た
推
量
表
現
に
よ
り
判
断
さ
れ
る。

も
し
、
流
れ
を
感
じ
る
こ
と
だ
け
が
大
切
な
の
だ
と
し
た
ら
、
剖
削
引
は
水
を
実
感
す
る
の
に
も
は
や
水
を
見
る
必

要
さ
え
な
い
と
い
え
る
。

い
つ
の
ま
に
か

「我
々
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
冒
頭
の

「
「
鹿
お
ど
し
』
が
動
い
て
い
る

の
を
見
る
と
、
そ
の
愛
婿
の
中
に
、
な
ん
と
な
く
人
生
の
け
だ
る
き
の
よ
う
な
も
の
を
感
じ
る
こ
と
が
あ
る
」
の
は
個

人
の
主
観
で
あ
る
が
、
結
論
部
に
い
た
っ
て
読
者
は
「
我
々
」
と
し
て
、
「日
本
人
が
水
を
鑑
賞
す
る
行
為
の
援
致
を

現
す
仕
掛
け
」
で
あ
る
こ
と
に
共
感
す
る
、
あ
る
い
は
納
得
す
る
よ
う
仕
掛
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
は
、
評
論
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
に
分
類
さ
れ
て
は
い
る
が
、
「
事
実
」
で
は
な
く
「
主
観
」
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
結
論
に
対
す
る
根
拠
や
証
拠
が
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
「
か
も
し
れ
な
い
」
「
お
そ
ら

く
」
と
い
っ
た
推
量
が
な
さ
れ
る
ば
か
り
で
あ
る
。
推
量
の
結
果、

「い
え
る
」
と
断
定
さ
れ
る
。
西
洋
と
日
本
と
い

う
こ
項
対
立
は
、
「
正
義
」
と
「
悪
」
、
「
ヒ
ー
ロ
ー
」
と
「
ヒ
ロ
イ
ン
」
と
い
っ
た
よ
う
に
物
語
に
は
お
な
じ
み
の
図

式
で
あ
る
。
二
項
対
立
は
、
世
の
中
に
あ
ふ
れ
で
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
危
う
い
要
素
を
も
っ
て
い
る
。

「男
／
女
」

と
い
う
こ
項
対
立
は
、
ホ
モ
セ
ク
シ
ャ
ル
の
人
に
は
受
け
容
れ
難
い
図
式
だ
ろ
う
。
「
都
会
／
田
舎
」
の
境
界
は
け
っ

じ
て
自
明
な
も
の
で
は
な
い
。
一
一
環
対
立
と
は
、
立
場
に
よ
っ
て
は
暴
力
的
で
す
ら
あ
る
。
物
語
は
虚
構
と
し
て
受
け

取
ら
れ
る
こ
と
を
前
提
と
す
る
が
、

ζ

こ
で
は
、
「
流
れ
る
水
と
、
噴
き
上
げ
る
水
」
と
い
う
よ
う
に
、
あ
た
か
も

「
事
実
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
語
ら
れ
、
「
日
本
／
西
洋
」
の
「
対
比
」
と
い
う
よ
う
に
実
体
化
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
二
項
対
立
化
が
目
的
な
の
で
は
な
い
。
日
本
の
文
化
や
美
意
識
の
独
自
性
を
、
西
洋
に
負
け
ず
劣
ら
ず
優
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
我
々
は」

と
い
う
援
数
形
を
用
い
る
こ
と
で
、
読
者
も
同

じ
認
識
に
立
つ
こ
と
を
語
り
手
は
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
西
洋
に
対
す
る
日
本
の
独
自
性
も
し
く
は
優
位
性
と
い
う

認
識
を
共
有
す
る
こ
と
が
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
欲
望
で
あ
り
行
為
性
で
あ
ろ
う
。

こ
の
テ
ク
ス
ト
が
、
日
本
文
化
の
優
位
性
を
言
い
、
語
り
手
が
そ
の
こ
と
を
戦
略
的
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と

自
体
を
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
テ
ク
ス
ト
は
、
読
者
に
受
け
容
れ
て
ほ
し
い
と
い
う
欲
望

を
持
つ
で
あ
ろ
う
し
、
語
り
手
は
そ
の
た
め
に
機
能
す
る
は
ず
で
あ
る。

む
し
ろ
、
テ
ク
ス
ト
の
語
り
や
表
現
の
方
略

を
見
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
に
ど
の
よ
う
に
機
能
し
行
為
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
可
視
化
す
る
こ
と
が
、

-3-

「
説
明
文
」
に
お
い
て
も
必
要
で
あ
ろ
う
。
イ
イ
タ
イ
コ
ト
は
、
テ
ク
ス
ト
の
方
略
と
一
体
な
の
で
あ
る
。
要
約
・
要

点
’
要
旨
と
い
っ
た
説
明
文
読
解
三
点
セ
ッ
ト
は
、
抽
象
化
に
は
向
か
う
も
の
の
、
テ
ク
ス
ト
の
方
略
を
見
逃
し
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
か
。
筆
者
の
イ
イ
タ
イ
コ
ト
が
実
体
的
に
存
在
す
る
と
い
う
闇
定
観
念
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
筆
者
で

は
な
く
語
り
手
を
想
定
し
て
、
テ
ク
ス
ト
の
内
容
と
形
式
（
方
略
）
と
の
相
関
を
読
む
こ
と
が
説
明
文
の
読
み
に
も
求

め
ら
れ
て
い
る
。

間

山
崎
正
和
の
「
水
の
東
西
」
に
お
け
る
教
材
の
特
質
を
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。
ま
た
そ
の
捉
え
方
を
も
と
に
し
て
、
説

明
文
の
読
み
に
必
要
な
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
、

分
か
り
ゃ
す
く
説
明
し
な
さ
い
。
説
明
に
際
し
て
は
、
単
に
筆
者
の
こ
と
ば

を
引
用
す
る
の
で
は
な
く
、
ご
自
身
の
こ
と
ば
を
用
い
て
論
述
す
る
よ
う
に
心
が
け
て
く
だ
さ
い
。

間
二
貴
方
の
考
え
る
「
説
明
文
」
の
効
果
的
な
学
習
指
導
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
教
材
を
挙
げ
て
詳
し
く
論
述
し
な
さ
い
。
論
述
に
際
し
て
は
、

関
連
す
る
先
行
研
究
に
も
言
及
し
て
く
だ
さ
い
。

《
注
意
》
解
答
は
す
べ
て
別
紙
の
解
答
用
紙
に
記
入
し
な
さ
い
。

「問一一
」
と
書
い
て
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ
の
解
答
を
記
入
し
て
く

解
答
用
紙
に

「間

ご

だ
さ
い
。
解
答
用
紙
は
裏
面
も
使
用
で
き
ま
す
。




