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令
和
六
年
度
　
帯
広
高
等
看
護
学
院
　
一
般
入
学
試
験
問
題

国
語
総
合

問
題
一　

次
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

「
蓼た

で

食
う
虫
も
好
き
好
き
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
。T

here is no accounting for taste. 

─
─
大
学
受
験
で
必
ず
覚
え
さ
せ
ら
れ
る
言
い
回
し

の
一
つ
だ
。
直
訳
す
れ
ば
「
味
（
好
み
・
趣
味
）
に
つ
い
て
は
説
明
が
出
来
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。
ま
こ
と
に
そ
の
通
り
で
は
あ
ろ
う
。
あ
る

音
楽
を
聴
い
て
何
か
い
い
気
分
に
な
っ
た
と
す
る
。
そ
れ
が
ホ
テ
ル
の
ラ
ウ
ン
ジ
で
流
れ
て
い
た
ム
ー
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
で
あ
れ
、
ラ
ジ
オ
で
ふ
と

耳
に
し
た
名
前
も
知
ら
な
い
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
の
歌
で
あ
れ
、
テ
レ
ビ
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で
（　

Ａ　

）
使
わ
れ
て
い
た
ク
ラ
シ
ッ
ク
音

楽
の
ひ
と
節
で
あ
れ
、
自
分
に
と
っ
て
ど
う
し
て
そ
の
音
楽
が
気
に
な
る
の
か（
ど
う
し
て
そ
れ
が
好
き
な
の
か
）、
そ
の
根
拠
を
説
明
し
た
り
す
る

必
要
は
別
に
な
い
。「
そ
の
聴
き
方
は
間
違
っ
て
い
る
」
な
ど
と
ケ
チ
を
つ
け
る
ａ
資
格
は
誰
に
も
な
い
。
他
人
が
ど
う
言
お
う
と
、
ど
ん
な
人
に
も

自
由
に
音
楽
を
聴
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
由
に
感
じ
る
神
聖
な
権
利
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
件く
だ
んの
表
現
が
「
好
み
は
感
性
だ
」、「
感
性
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
無
意
味
だ
」、「
ど
う
感
じ
よ
う
が
人
の
勝
手
だ
」
と
い
っ
た
方

向
で
理
解
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
、
好
み
の
合
う
人
だ
け
で
集
団
を
作
り
、
好
み
が
合
わ
な
い
人
と
の
対
話
を
ｂ
遮
断
す
る
た
め
の
方
便
と
し

て
用
い
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
Ⅰ
そ
れ
は
少
し
寂
し
い
。
コ
ン
サ
ー
ト
に
は
行
か
ず
、
ほ
と
ん
ど
専
ら
Ｃ
Ｄ
や
パ
ソ
コ
ン
か
ら
の
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
な
ど

で
音
楽
を
聴
く
こ
と
を
慣
わ
し
と
し
て
い
る
人
々
の
場
合
は
違
う
の
か
も
し
れ
な
い
が
、（　

Ｂ　

）大
多
数
の
人
に
と
っ
て
音
楽
を
聴
く
最
大
の
喜

び
は
、
他
の
人
々
と
体
験
を
共
有
し
、
心
を
通
わ
せ
合
う
こ
と
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
例
え
ば
素
晴
ら
し
い
コ
ン
サ
ー
ト
を
聴
き
終
わ
っ
た
後
、
そ

れ
に
つ
い
て
誰
か
と
語
り
合
い
た
く
て
う
ず
う
ず
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、ば
っ
た
り
知
人
と
出
会
っ
て
、ど
ち
ら
か
ら
と
も
な
く「
よ
か
っ
た
よ
ね
！
」

の
一
言
が
口
を
つ
い
て
出
て
き
た
と
き
の
こ
と
。互
い
の
気
持
ち
が
ぴ
っ
た
り
と
合
っ
た
と
確
信
さ
せ
て
く
れ
る
、コ
ン
サ
ー
ト
の
後
の
あ
の「
一
言
」

が
も
た
ら
す
喜
び
は
、音
楽
を
聴
い
て
い
る
最
中
の
そ
れ
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
感
興
を
与
え
て
く
れ
る
と
、私
は
信
じ
て
い
る
。
素
敵
な
コ
ン
サ
ー

ト
の
後
の
帰
路
、
せ
っ
か
く
知
人
と
一
緒
な
の
に
、
互
い
に
押
し
黙
っ
た
ま
ま
で
い
る
く
ら
い
つ
ま
ら
な
い
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
自
由
闊か
っ

達た
つ

に
語

り
合
え
れ
ば
合
え
る
ほ
ど
、
や
は
り
音
楽
は
楽
し
い
。
聴
く
0

0

喜
び
は
か
な
り
の
程
度
で
、
語
り
合
え
る

0

0

0

0

0

喜
び
に
比
例
す
る
。
音
楽
の
楽
し
み
は
聴
く

こ
と
だ
け
で
は
な
い
。「
聴
く
こ
と
」と「
語
り
合
う
こ
と
」と
が
一
体
に
な
っ
て
こ
そ
音
楽
の
喜
び
は
生
ま
れ
る
の
だ
。

と
は
い
え
、「
よ
か
っ
た
ぁ
…
…
！
」と
感
嘆
の
声
を
あ
げ
る
だ
け
で
満
足
す
る
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
彫
り
込
ま
れ
た
表
現
で
自
ら
の
音
楽
体
験

に
つ
い
て
の
言
葉
を
紡つ
む

ぐ
の
は
、
も
と
よ
り
そ
う
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
か
つ
て
音
楽
の
出
発
点
が
「
心
情
の
「
あ
あ
」
と
「
お
お
」」

で
あ
る
と
い
く
ぶ
ん
ｃ
侮
蔑
的
に
述
べ
、そ
れ
が
分
節
的
な
把
握
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
と
考
え
た（『
美
学
講
義
下
巻
』、作
品
社
、一
一
八
ペ
ー
ジ
）。

音
楽
を
語
る
言
葉
が
や
や
も
す
る
と
間
投
詞
の
よ
う
な
も
の
に
接
近
す
る
理
由
は
、
こ
の
あ
た
り
に
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
思
え
ば
私
自
身
も
か

つ
て
は
、「
う
ま
か
っ
た
／
へ
た
だ
っ
た
」、「
よ
か
っ
た
／
よ
く
な
か
っ
た
」、「
感
激
し
た
／
退
屈
だ
っ
た
」と
い
っ
た
大お
お

雑ざ
っ

把ぱ

な
印
象
以
上
の
こ
と
を
、

ほ
と
ん
ど
口
に
出
来
な
か
っ
た
記
憶
が
あ
る
。
そ
し
て
何
か
気
の
利
い
た
こ
と
を
言
お
う
と
、
通
ぶ
っ
て
「
あ
そ
こ
の
フ
ァ
ゴ
ッ
ト
は
あ
ん
な
風
に

吹
い
て
い
い
も
の
か
ね
え
」
な
ど
と
口
に
し
て
は
み
て
も
、
ど
う
に
も
周
囲
と
言
葉
が
噛
み
合
わ
ず
、
後
味
の
悪
い
思
い
を
し
た
こ
と
も
、
少
な
か

ら
ず
あ
っ
た
。
音
楽
の
余
韻
を（　

Ｃ　

）楽
し
も
う
と
し
て
、い
ろ
い
ろ
話
を
し
て
い
た
は
ず
な
の
に
、「
そ
ん
な
細
か
い
こ
と
が
ど
う
か
し
た
の
？
」

と
気け

色し
き

ば
ま
れ
た
り
し
て
、
せ
っ
か
く
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
余
韻
が
冷
め
て
し
ま
う
の
だ
か
ら
、
ア
本
（　

）
転
（　

）
で
は
あ
る
。
確
か
に
こ
ん
な
と

き
に
は
、「
余
計
な
イ
議
論
な
ど
す
る
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
」
と
い
う
後
悔
を
込
め
て
、
思
わ
ず
「
蓼
食
う
虫
も
好
き
好
き
な
の
さ
…
…
」
と
う
そ
ぶ
き

た
く
も
な
る
。
だ
が
今
に
し
て
思
え
ば
あ
あ
し
た
行
き
違
い
は
、（　

Ｄ　

）趣
味
に
つ
い
て
の
意
思
疎
通
の
原
理
的
な
不
可
能
性
に
起
因
す
る
も
の

な
ど
で
は
な
く
、
単
に
当
時
の
私
の
言
葉
0

0

の
レ
ベ
ル
が
余
り
に
も
ｄ
ち
せ
つ
だ
っ
た
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。「
Ⅱ
音
楽
を
語
る
言
葉
を
磨
く
」
こ

と
は
、
十
分
努
力
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
類た
ぐ
いの

事
柄
で
あ
り
、
つ
ま
り
音
楽
の「
語
り
方
＝
聴
き
方
」に
は
確
か
に
方
法
論

0

0

0

が
存
在
す
る
の
だ
。

美
術
史
家
の
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
は
名
著
『
美
術
の
歩
み
』
の
中
で
、
興
味
深
い
こ
と
を
書
い
て
い
る
（
上
巻
、
美
術
出
版
社
、
三
八
ペ
ー
ジ
）。
例
え

ば
人
が
あ
る
絵
画
を
な
ぜ
傑
作
だ
と
感
じ
た
の
か
は
、「
普
通
、
言
葉
で
は
正
確
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
こ
の

作
品
も
あ
の
作
品
も
、
同
じ
よ
う
に
よ
い
も
の
だ
と
か
、
好
き
嫌
い
の
問
題
は
議
論
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
か
い
う
意
味
で
は
な
い
」。
こ
う
し

た
問
題
に
つ
い
て
議
論
を
す
る
こ
と
を
通
し
て
、「
以
前
に
は
見
逃
し
て
い
た
点
に
私
た
ち
は
気
付
く
よ
う
に
な
る
。
私
た
ち
は
、
各
時
代
の
芸
術

家
た
ち
が
な
し
遂
げ
よ
う
と
努
力
し
た
調
和
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
感
覚
を
高
め
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
ら
の
調
和
に
対
す
る
私
た
ち
の
感
覚
が

豊
か
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
ら
作
品
を
も
っ
と
楽
し
む
よ
う
に
な
る
」。
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
い
わ
く
、「
紅
茶
を
楽
し
む
習
慣
を
も
た
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な
い
人
々
に
と
っ
て
は
、
一
つ
の
銘
柄
は
、
他
の
も
の
と
、
ど
う
見
て
も
似
た
り
よ
っ
た
り
の
味
に
思
え
る
」が
、「
そ
の
人
た
ち
が
も
し
、
洗
練
さ

れ
た
味
を
探
す
だ
け
の
暇
と
意
志
と
機
会
を
も
て
ば
、
ど
の
タ
イ
プ
と
の
ミ
ッ
ク
ス
が
好
ま
し
い
か
に
つ
い
て
一い

つ

家か

言げ
ん

を
も
つ
本
当
の
「
鑑
定
家
」

と
な
り
得
る
」。
つ
ま
り
「
蓼
く
う
虫
も
好
き
ず
き
」
と
は
も
っ
と
も
で
あ
る
が
、「
好
み
と
い
う
も
の
は
洗
練
し
得
る
と
い
う
事
実
を
隠
せ
る
も
の

で
は
な
い
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
が
言
う
「
趣
味
を
洗
練
す
る
」
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の
が
、
私
た
ち
の
文
脈
で
言

え
ば
、「
趣
味
を
語
る
言
葉
」の
問
題
だ
。
例
え
ば
ワ
イ
ン
の
テ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
に
お
い
て
は
、
特
定
の
味
覚
に
対
応
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
語
彙
を
覚
え

て
い
く
こ
と
を
通
し
、ｅ
び
み
ょ
う
な
感
覚
の
差
異
や
関
連
や
同
一
性
や
連
想
に
徐
々
に
気
づ
く
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

だ
が「
重
い
／
軽
い
」「
辛
い
／
甘
い
」く
ら
い
し
か
ワ
イ
ン
の
味
覚
を
語
る
語
彙
を
知
ら
な
い
私
な
ど
は
、い
つ
ま
で
経
っ
て
も「
趣
味
を
洗
練
す
る
」

に
至
ら
な
い
。
個
々
の
経
験
が
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
ば
ら
ば
ら
な
印
象
に
と
ど
ま
っ
た
ま
ま
で
、互
い
に
明
瞭
に
関
連
づ
け
ら
れ
、知
の
体
系
と
な
っ

て
い
く
こ
と
が
な
い
。芸
術（
音
楽
）体
験
に
お
い
て
も
、感
覚
的
印
象
と
言
葉
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
事
情
は
、こ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
に
違
い
な
い
。

こ
こ
で
扱
う
対
象
は
、
ほ
と
ん
ど
西
洋
の
芸
術
音
楽
（
＝
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
）
に
限
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
言
う
ま
で
も
な
く
私
は
、「
芸
術
＝
高

級
vs
娯
楽
＝
低
級
」と
い
っ
た
、
ウ
古（　

）蒼（　

）と
し
た
二
分
法
に
与く

み

し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
芸
術
音
楽
と
実
用
音
楽
の
間
に
厳

格
な
線
引
き
を
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
（
例
え
ば
今
で
は
「
芸
術
音
楽
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
バ
ロ
ッ
ク
時
代
の
合
奏
曲
の
多
く
や
ヨ
ハ
ン
・
シ
ュ
ト

ラ
ウ
ス
の
ダ
ン
ス
音
楽
な
ど
は
、（　

Ｅ　

）「
実
用
音
楽
」
で
あ
っ
た
）。
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ⅲ
両
者
の
間
に
は
、
そ
れ
が
目
指
す
「
あ
り
よ
う
」
と

い
う
点
で
か
な
り
決
定
的
な
方
向
性
の
違
い
が
あ
り
、
本
書
の
構
想
の
中
で
優
先
的
に
ク
ラ
シ
ッ
ク
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
そ
れ
相
応
の

根
拠
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
を
、
こ
こ
で
少
し
確
認
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
実
用
音
楽
は
、
や
や
ｆ
こ
ち
ょ
う
し
て
言
え
ば
、
そ
の
目

的
を
有
効
に
果
た
し
さ
え
す
れ
ば
、
と
り
あ
え
ず
そ
れ
で
い
い
。
聴
き
手
に
快
適
な
娯
楽
の
時
間
を
与
え
る
と
か
、
テ
レ
ビ
の
視
聴
者
に
印
象
的
に

商
品
の
名
前
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
と
か
、
映
画
の
あ
る
場
面
の
恐
怖
感
を
い
や
が
う
え
に
も
高
め
る
と
か
い
う
こ
と
が
出
来
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
以
上

あ
れ
こ
れ
語
り
考
え
る
必
要

0

0

は
特
に
な
い
。
も
ち
ろ
ん
実
用
音
楽
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
を
語
り
考
え
る
楽
し
み
の
次
元
が
生
ま
れ
う
る
可
能
性
は
常

に
あ
ろ
う
が
、そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
く
て
も
構
わ
な
い
。そ
れ
に
対
し
て
芸
術
音
楽
の
特
異
性
は
、単
に「
聴
く
」喜
び
を
提
供
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

そ
れ
に
つ
い
て
「
考
え
」「
語
り
」「
知
る
」
楽
し
み
の
次
元
と
い
う
も
の
を
、
つ
ま
り
「
趣
味
や
知
恵
を
深
め
る
こ
と
」
を
当
初
よ
り

0

0

0

0

前
提
と
し
て
創

ら
れ
て
い
る
点
に
こ
そ
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の
事
情
は
ク
ラ
シ
ッ
ク
だ
け
で
な
く
、
モ
ダ
ン
・
ジ
ャ
ズ
だ
と
か
近
世
邦
楽
だ
と
か
、
い
わ
ゆ
る「
通
」

向
け
の
音
楽
ジ
ャ
ン
ル
に
は
多
か
れ
少
な
か
れ
当
て
は
ま
る
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
は
批
評
や
理
論
の
次
元
を
最
初
か
ら
あ
る
程
度
想
定

し
つ
つ
、
音
楽
が
構
想
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
。
そ
し
て
こ
の
種
の
音
楽
の
聴
き
上
手
／
語
り
上
手
に
な
る
こ
と
は
、
決
し
て
単
な
る
才
能

や
感
性
の
問
題
―
―
つ
ま
り
学
習
不
能
な
事
柄
―
―
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
暗
黙
の
学
習
法
則
が
あ
り
、
間
違
え
や
す
い
ポ
イ
ン
ト
が
あ
り
、
コ
ツ

が
あ
り
、
上
達
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
ス
テ
ッ
プ
が
あ
る
。

岡
田
暁
生『
音
楽
の
聴
き
方
』よ
り　

一
部
改
変

問
一　

傍
線
ａ
～
ｆ
の
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
直
し
、
漢
字
に
は
よ
み
が
な
を
つ
け
な
さ
い
。

問
二　

空
欄
Ａ
～
Ｅ
に
入
る
も
っ
と
も
適
し
た
こ
と
ば
を
次
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
た
だ
し
、
同
じ

選
択
肢
を
二
度
使
う
こ
と
は
な
い
）

ア　

や
は
り　
　

イ　

た
ま
た
ま　
　

ウ　

も
と
も
と　
　

エ　

決
し
て　
　

オ　

も
っ
と

問
三　

傍
線
Ⅰ
の
よ
う
に
筆
者
が
考
え
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、「
か
ら
。」に
続
く
よ
う
に
四
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
四　

傍
線
ア
が
「
根
本
的
な
事
柄
と
さ
さ
い
な
事
柄
と
を
取
り
違
え
る
こ
と
」、
傍
線
ウ
が
「
い
か
に
も
古
び
て
見
え
る
さ
ま
」
と
い
う
意
味
の
四

字
熟
語
に
な
る
よ
う
に
空
欄
に
入
る
漢
字
を
答
え
な
さ
い
。

問
五　

傍
線
イ「
議
論
」と
熟
語
の
組
み
立
て
が
同
じ
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

回
転　
　

イ　

増
減　
　

ウ　

予
告　
　

エ　

就
職　
　

オ　

無
実

問
六　

傍
線
Ⅱ
と
は
具
体
的
に
ど
う
す
る
こ
と
か
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
た
次
の
一
文
の
空
欄
①
～
③
に
入
る
も
っ
と
も
適
し
た
こ
と
ば
を
、
①
は

七
字
、
②
は
五
字
、
③
は
四
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

（　

①　

）を
覚
え
て
い
く
こ
と
を
通
し
て
、（　

②　

）を
互
い
に
明
瞭
に
関
連
づ
け
、（　

③　

）と
し
て
い
く
こ
と
。

問
七　

傍
線
Ⅲ
と
は
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
、
八
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。
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問
題
二　

次
の
文
章
を
読
ん
で
後
の
問
に
答
え
な
さ
い
。

日
本
の
野
球
フ
ァ
ン
な
ら
「
ラ
ッ
キ
ー
・
ボ
ー
イ
」「
ツ
キ
男
」、
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
バ
ス
ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
フ
ァ
ン
な
ら
「
ホ
ッ
ト
・
ハ
ン
ド
」
と
い

う
こ
と
ば
に
、
な
じ
み
が
あ
る
は
ず
で
す
。

ど
の
チ
ー
ム
で
も
、
勝
ち
試
合
に
は
「
本
日
の
ツ
キ
男
」
と
い
う
選
手
が
存
在
し
ま
す
。
四
打
数
四
安
打
三
打
点
と
か
、
五
連
続
シ
ュ
ー
ト
成
功

の
う
え
、
そ
の
う
ち
三
回
は
三
ポ
イ
ン
ト
の
ロ
ン
グ
・
シ
ュ
ー
ト
だ
っ
た
と
か
。「
単
な
る
ア
偶
然
以
外
の
ミ
ス
テ
リ
ア
ス
な
力
が
今
日
は
こ
の
選

手
に
宿
っ
て
い
る
」と
い
う
判
断
が
、
そ
こ
に
は
明
ら
か
に
介
在
し
て
い
ま
す
。

（　

Ａ　

）
こ
れ
が
本
当
だ
と
す
れ
ば
、
実
際
の
選
手
の
デ
ー
タ
は
、
明
ら
か
に
イ
ラ
ン
ダ
ム
と
は
ち
が
う
パ
タ
ー
ン
を
示
す
は
ず
で
す
。
と
こ
ろ

が
、
バ
ス
ケ
ッ
ト
選
手
の
シ
ュ
ー
ト
の
成
功
と
失
敗
と
を
時
間
順
に
記
録
し
て
分
析
し
た
あ
る
研
究
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
の
錯
誤
ら
し
い

の
で
す
。
何
度
に
も
わ
た
っ
て
デ
ー
タ
を
と
れ
ば
当
然
、
そ
の
選
手
が
五
、六
回
連
続
し
て
シ
ュ
ー
ト
を
成
功
さ
せ
た
り
、
ま
た
四
、五
回
連
続
し
て

ミ
ス
し
た
り
す
る
こ
と
も
起
こ
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
確
率
は
、
ラ
ン
ダ
ム
に
サ
イ
コ
ロ
を
振
っ
て
丁
半
の
連
続
が
生
じ
る
確
率
と
、
ほ
と
ん
ど
同

等
だ
っ
た
の
で
す
。
実
際
に
ラ
ン
ダ
ム
な
場
合
に
こ
の
よ
う
な
連
続
が
起
こ
る
確
率
を
人
は
過
小
評
価
し
て
い
る
、と
い
う
別
の
研
究
も
あ
り
ま
す
。

私
た
ち
が
ふ
だ
ん
「
ツ
イ
て
い
る
」「
ツ
イ
て
い
な
い
」
と
い
う
ａ
形
容
で
理
解
し
て
い
る
事
象
の
ほ
と
ん
ど
は
、
偶
然
の
い
た
ず
ら
で
説
明
で
き

て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
す
。「
と
て
も
信
じ
ら
れ
な
い
」
と
思
う
人
も
多
い
で
し
ょ
う
。（　

Ｂ　

）
そ
う
思
う
こ
と
自
体
、
本
来
無
意
味
な
事
象

の
継
起
に
因
果
関
係
を
見
出
そ
う
と
す
る
ヒ
ト
生
来
の
傾
向
が
い
か
に
強
い
か
を
、
物
語
っ
て
い
ま
す
。

ど
う
や
ら
Ⅰ
ヒ
ト
に
は
元
来
、秩
序
や
因
果
を
発
見
し
よ
う
と
す
る
強
い
認
知
傾
向
が
あ
る
よ
う
で
す
。
本
来
意
味
や
つ
な
が
り
が
な
い
と
わ
か
っ

て
い
る
ラ
ン
ダ
ム
な
出
来
事
や
事
象
に
も
、
意
味
や
因
果
、
あ
る
い
は
法
則
を
見
出
そ
う
と
す
る
。
こ
れ
は
非
常
に
根
強
い
、
ヒ
ト
の
本
質
的
な 

性
向
で
す
。

逆
に
い
え
ば
、ヒ
ト
は
無
秩
序
や
、因
果
関
係
の
な
さ
を
嫌
う
の
で
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、意
味
の「
真
空
状
態
」を
嫌
う
の
で
す
。
そ
れ
は
た
ぶ
ん
、

ほ
ん
と
う
は
秩
序
や
意
味
や
因
果
関
係
が
あ
る
と
き
に
そ
れ
を
見
落
と
す
こ
と
が
、
生
物
の
生
存
に
と
っ
て
致
命
的
に
な
り
か
ね
な
い
か
ら
で
し
ょ

う
。「

電
話
は
同
時
に
ま
と
め
て
鳴
る
」と
か「
傘
を
持
っ
て
出
る
と
晴
れ
る
」「
車
を
洗
う
と
雨
が
降
る
」な
ど
の
、い
わ
ゆ
る「
マ
ー
フ
ィ
ー
の
法
則
」は
、

そ
の
あ
ら
わ
れ
と
み
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
少
し
ｂ
ひ
や
く
し
ま
す
が
、
臨
床
心
理
学
で
使
う
有
名
な
ロ
ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
・
テ
ス
ト
も
、
そ
の

好
例
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ロ
ー
ル
シ
ャ
ッ
ハ
で
は
、
単
に
「
無
意
味
な
と
こ
ろ
に
意
味
を
見
出
す
」
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
見
出
す
意
味

が
個
々
人
の
内
面
、
特
に
抑
圧
さ
れ
た
ｃ
深
層
の
願
望
や
、
恐
怖
を
反
映
し
て
い
る
点
に
目
を
つ
け
る
の
で
す
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ロ
ー
ル
シ
ャ
ッ

ハ
・
テ
ス
ト
で
被
験
者
が
「
見
る
」
コ
ウ
モ
リ
や
悪
魔
や
天
使
や
動
物
な
ど
は
、
単
な
る
「
錯
誤
」
と
呼
び
捨
て
に
で
き
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
第
一

こ
こ
に
は
、「
事
実
」や「
正
解
」に
あ
た
る
も
の
が
な
い
の
で
す
。

前
の「
ス
ポ
ー
ツ
・
イ
ラ
ス
ト
レ
イ
テ
ィ
ッ
ド
」や「
ラ
ッ
キ
ー
・
ボ
ー
イ
」な
ど
も
含
め
て
、
一
般
的
に
こ
う
い
う
こ
と
は
い
え
る
と
思
い
ま
す
。

こ
れ
ら
の
例
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る「
も
の
」は
単
な
る
錯
誤
な
ど
で
は
な
く
て
、
主
体
が
状
況
と
関
わ
り
合
う
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
生
成
さ
れ
た
、
生

物
学
的
な「
意
味
」な
の
で
す
。

ヒ
ト
に
は
ま
た
、
自
分
の
信
じ
た
い
こ
と
、
望
ん
で
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
い
欲
求
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
常
識
と
し
て
皆
知
っ
て
い
る
よ
う
で
、

実
は
皆
そ
の
ｄ
え
い
き
ょ
う
を
過
小
評
価
し
て
い
ま
す
。

人
々
の
大
半
は
、
自
分
が
平
均
以
上
に
知
能
が
高
く
、
平
均
以
上
に
公
平
で
あ
り
、
平
均
以
下
の
ｅ
偏
見
し
か
持
た
な
い
と
思
っ
て
い
る
そ
う
で

す
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
で
の
あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
高
校
生
の
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
自
分
の
指
導
力
は
同
級
生
た
ち
に
比
べ
て
平
均
以
上
だ
と
考
え
、

平
均
以
下
と
自
己
評
価
し
た
人
は
、
わ
ず
か
に
二
パ
ー
セ
ン
ト
に
過
ぎ
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
「
他
人
と
う
ま
く
や
っ
て
ゆ
く
能
力
」
に
つ
い
て
は
、

な
ん
と
全
員
が
平
均
以
上
と
考
え
、
六
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
の
生
徒
が
「
自
分
は
上
位
二
五
パ
ー
セ
ン
ト
以
内
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

し
た
。

こ
れ
と
は
逆
に
、「（　

Ｃ　

）」
と
信
じ
た
が
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
す
証
拠
も
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
「
総
意
誤
認
効
果
」
と
い
う
の
が
そ

れ
で
す
。
こ
れ
は
、
周
囲
の
大
多
数
の
人
は
、
自
分
と
同
じ
好
み
を
持
ち
、
自
分
と
同
じ
判
断
を
す
る
は
ず
だ
と
思
い
こ
ん
で
し
ま
う
こ
と
で
す
。

自
分
の
行
動
を
周
囲
の
大
多
数
が
支
持
し
て
く
れ
る
、
皆
も
自
分
の
立
場
に
な
れ
ば
同
じ
行
動
を
と
る
は
ず
、
と
人
は
信
じ
た
い
よ
う
で
す
。
こ
の

総
意
誤
認
効
果
も
ま
た
、「
人
は
自
分
の
信
じ
た
い
こ
と
を
確
認
し
た
が
っ
て
い
る
」こ
と
の
別
の
証
拠
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

こ
の
「
信
じ
た
い
こ
と
を
見
出
し
て
し
ま
う
」
効
果
に
つ
い
て
は
、
大
き
く
分
け
て
二
通
り
の
説
明
が
あ
り
え
ま
す
。
一
つ
は
、「
誰
で
も
自
分
が

優
れ
て
い
る
（
ま
と
も
で
あ
る
）
と
い
う
証
拠
を
欲
し
が
っ
て
い
る
、
は
じ
め
か
ら
そ
う
い
う
証
拠
だ
け
を
探
し
、
そ
れ
に
反
す
る
証
拠
に
出
会
っ

て
も
、
無
視
す
る
か
、
す
ぐ
に
忘
れ
る
」と
い
う
も
の
で
、
こ
れ
を
動
機
論
的
説
明
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
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他
方
、
ｆ
じ
ゅ
ん
す
い
に
認
知
要
因
に
よ
る
説
明
も
可
能
で
す
。（　

Ｄ　

）、
周
囲
は
本
人
の
喜
ぶ
よ
う
な
こ
と
し
か
言
わ
な
い
の
で
、
は
じ
め

か
ら
得
ら
れ
た
証
拠
の
サ
ン
プ
ル
が
偏
っ
て
い
る
、と
い
う
説
明
。
こ
れ
に
よ
れ
ば「
自
分
は
平
均
以
上
」と
い
う（　

Ｅ　

）も
、総
意
誤
認
効
果
も
、

と
も
に
う
ま
く
説
明
で
き
ま
す
。

ま
た
対
話
や
討
論
の
場
面
で
は
、
失
敗
を
（
ま
た
成
功
も
あ
る
程
度
）
眼
の
前
に
い
る
他
人
に
帰
し
が
ち
な
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
知
ら
れ

て
い
ま
す
。
こ
れ
な
ど
も
、「（　

Ｆ　

）」と
い
う
動
機
論
ふ
う
の
解
釈
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
単
に
手
が
か
り
が
目
に
見
え
て
い
る
か
い
な
い
か
と

い
う
差
だ
と
い
う
認
知
論
ふ
う
の
解
釈
が
成
り
立
ち
ま
す
。
と
い
う
の
も
、対
話
場
面
で
は
、自
分
の
表
情
や
行
動
は
自
分
で
は
直
接
見
え
ず
、一
方
、

他
人
の
言
動
は
直
接
見
え
て
、
目
立
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

つ
ま
り
こ
こ
で
認
知
論
ふ
う
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
人
は
常
に
入
手
で
き
る
手
が
か
り
、
特
に
目
に
つ
き
や
す
い
手
が
か
り
に
原
因
を
帰
し
て
し

ま
い
が
ち
だ
と
い
う
考
え
方
の
こ
と
で
す
。

下
條
信
輔『〈
意
識
〉と
は
何
だ
ろ
う
か　

脳
の
来
歴
、
知
覚
の
錯
誤
』よ
り

問
一　

傍
線
ａ
～
ｆ
の
ひ
ら
が
な
を
漢
字
に
直
し
、
漢
字
に
は
よ
み
が
な
を
つ
け
な
さ
い
。

問
二　

傍
線
ア「
偶
然
」の
対
義
語
を
漢
字
二
字
で
答
え
な
さ
い
。

問
三　

空
欄
Ａ
、
Ｂ
、
Ｄ
に
入
る
も
っ
と
も
適
し
た
こ
と
ば
を
次
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
た
だ
し
、

同
じ
選
択
肢
を
二
度
使
う
こ
と
は
な
い
）

ア　

し
か
し　
　

イ　

そ
れ
ゆ
え　
　

ウ　

し
た
が
っ
て　
　

エ　

も
し　
　

オ　

た
と
え
ば

問
四　

傍
線
イ「
ラ
ン
ダ
ム
」の
意
味
を
次
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

無
秩
序　
　

イ　

無
意
味　
　

ウ　

無
作
為　
　

エ　

無
関
心　
　

オ　

無
分
別

問
五　

傍
線
Ⅰ
の
よ
う
な
傾
向
が
ヒ
ト
に
あ
る
理
由
は
何
か
、
五
十
字
以
内
で
説
明
し
な
さ
い
。

問
六　

空
欄
Ｃ
、
Ｆ
に
入
る
も
っ
と
も
適
し
た
こ
と
ば
を
次
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。（
た
だ
し
、
同
じ

選
択
肢
を
二
度
使
う
こ
と
は
な
い
）

ア　

自
分
は
周
囲
の
皆
と
同
じ
だ

イ　

失
敗
は
認
め
た
く
な
い

ウ　

皆
の
期
待
に
応
え
た
い

エ　

自
分
は
周
囲
の
人
よ
り
も
優
れ
て
い
る

オ　

自
分
は
周
囲
の
人
よ
り
も
劣
っ
て
い
る

問
七　

空
欄
Ｅ
に
入
る
も
っ
と
も
適
し
た
こ
と
ば
を
漢
字
二
字
で
抜
き
出
し
な
さ
い
。

問
八　

次
の
段
落
が
入
る
箇
所
を
本
文
中
か
ら
探
し
、
そ
の
直
前
の
十
字
を
抜
き
出
し
な
さ
い
。（
た
だ
し
、
句
読
点
も
文
字
数
に
含
む
）

こ
の
バ
イ
ア
ス
が
知
性
や
教
育
レ
ベ
ル
と
は
関
係
な
い
証
拠
に
、
大
学
教
授
の
九
四
パ
ー
セ
ン
ト
が
、
自
分
は
同
僚
の
教
授
た
ち
よ

り
も
優
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
た
と
い
う
デ
ー
タ
も
あ
り
ま
す
。

問
九　

本
文
の
内
容
と
合
致
し
て
い
る
も
の
を
次
の
選
択
肢
の
な
か
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

ア　

ヒ
ト
に
は
自
身
の
信
じ
た
い
こ
と
を
見
出
そ
う
と
す
る
欲
求
が
あ
り
、
こ
れ
を
理
解
し
た
上
で
行
動
を
選
択
す
る
こ
と
が
多
い
。

イ　

ヒ
ト
の
多
く
が
自
身
の
能
力
が
平
均
以
上
だ
と
考
え
る
の
は
、
他
人
と
う
ま
く
や
っ
て
い
く
上
で
常
に
有
意
な
立
場
で
い
た
い
と
い

う
意
識
が
働
く
か
ら
で
あ
る
。

ウ　

ヒ
ト
は
、
自
己
の
能
力
の
低
さ
を
隠
す
た
め
に
、
自
分
の
失
敗
で
あ
っ
て
も
眼
の
前
に
い
る
他
人
の
責
任
だ
と
主
張
し
が
ち
で
あ
る
。

エ　

ヒ
ト
は
、
自
身
の
信
じ
て
い
た
も
の
が
間
違
い
だ
と
分
か
っ
た
と
き
、
心
を
守
る
た
め
に
見
て
見
ぬ
ふ
り
を
す
る
傾
向
が
あ
る
。

オ　

ヒ
ト
は
、
周
囲
が
当
然
な
が
ら
自
身
と
同
じ
行
動
を
取
り
、
自
分
の
行
動
を
多
く
の
人
が
支
持
し
て
く
れ
る
も
の
だ
と
思
い
込
み
が

ち
で
あ
る
。


