
令和４年度（２０２２年度） 
京都市立芸術大学大学院音楽研究科（修士課程）入学試験問題 

語学（英語） 
 
 
A：以下の文を読んで設問に答えなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
(Koen, Benjamin D., Barz, Gregory, and Kenneth Brummel-Smith. 2011. “Introduction: 
Confluence of Consciousness in Music, Medicine, and Culture.” In The Oxford Handbook of 
Medical Ethnomusicology, eds. Benjamin D. Koen, Gregory, Barz, and Kenneth Brummel-
Smith, 13-14. New York: Oxford University Press.) 
 
注：evanescent＝つかの間の,   ineffable=言いようもない， power-laden=力のある 
 
1) 下線部１music has been far more than a tool とはどういう意味か説明しなさい。 
 
2) 下線部２persists を別の言葉で言い換えるとしたら、次のうちどれが最も適切でしょ

うか。 
a) insists b) pursues c) preserves d) consists e) remains 
 
3) 下線部３the modes of action of musical and related interventions often remain obscure と著

者が考える理由を説明しなさい。 
 
4) 下線部４music is a universal language について、著者の考え方と比較しながら、あな

た自身の考え方を書きなさい。 

この問題は著作権法上の関係により，出典のみを記載しています。 



B：以下の文を日本語に訳しなさい。 
 
 
 
 
 
 
 
(Shelemay, Kay Kaufman. 1991. “Recording Technology and Ethnomusicological Scholarship.” 
In Comparative Musicology and Anthropology of Music, eds. Bruno Nettl and Philip V. 
Bohlman, 287. Chicago: The University of Chicago Press) 
 
 
 
 

この問題は著作権法上の関係により，出典のみを記載しています。 









令和４年度（２０２２年度） 
京都市立芸術大学大学院音楽研究科修士課程入学試験問題 

 
外国語（仏語） 

 
I. 次の文を日本語に訳しなさい。 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
Histoire de la musique occidentale, sous la direction de Brigitte et Jean Massin, avec la collaboration de Philippe Beaussant, 

Messidor/Temps actuels, 1983, 2 vols., t. II. 

 
II. 次の文を日本語に訳しなさい。 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

Vladimir Jankélévitch, La Présence lointaine : Albeniz, Séverac, Mompou, Éditions du Seuil, 1983. 

 

III. 以下の文をフランス語に訳しなさい。 
 
１．私はあなたが成功するように、できる限り（あなたを）手伝いますよ。 
２．彼は大声で歌いながら、料理をする。 
３．私には、お母さん*が有名なピアニストの友達（女性）がいる。（*友達のお母さん） 
４．もし彼女がミスをしなかったら、コンクールで賞がとれたのに。 

この問題は著作権法上の関係により，出典のみを記載しています。 

この問題は著作権法上の関係により，出典のみを記載しています。 



令和４年度（２０２２年度） 

京都市立芸術大学大学院音楽研究科修士課程入学試験問題 

外国語（イタリア語） 
 

１．次の文章を日本語に訳しなさい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Enciclopedia Italiana di scienze, lettere ed arti (La Treccani)) 

 

 
２．次の文章を日本語に訳しなさい。 

 

 

 

 

 

(Ottó Károlyi, La grammatica della musica, Torino, Einaudi, 2000) 

 

 

３．次の文章をイタリア語で書きなさい。 

１．モーツァルト作曲の《フィガロの結婚》は、1786 年にウィーンで初演された。 

２．僕は日本人の学生で、貴校で声楽を学びたく思っております。 

３．「今週末、一緒にコンサートに行かない？」「バイトがなかったら行きたいのだけど」 

４．Covid-19 のせいで、私のお気に入りの女性ピアニストが来日できないのは残念だ。 

この問題は著作権法上の関係により，出典のみを記載しています。 

この問題は著作権法上の関係により，出典のみを記載しています。 



 
令
和
四
年
度
（
二
〇
二
二
年
度
） 

京
都
市
立
芸
術
大
学
大
学
院
音
楽
研
究
科
修
士
課
程
入
学
試
験
問
題 

語
学 
日
本
語
（
古
典
） 

   

次
の
文
章
は
『
枕
草
子
』
の
第
二
百
四
段
の
全
文
で
す
。
設
問
の
都
合
上
、
全
体
を
①
②

③
の
三
つ
の
段
落
に
わ
け
て
記
し
て
あ
り
ま
す
。
本
文
（
お
よ
び
語
釈
）
を
よ
く
読
み
、

問
一
〜
問
五
に
答
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

① 

笛
は
、
横
笛
、
い
み
じ
う
を
か
し
。
遠
う
よ
り
聞
こ
ゆ
る
が
、
や
う
や
う
近
う
な
り
ゆ
く
も
、
を
か
し
。

近
か
り
つ
る
が
、
遙
か
に
な
り
て
、
い
と
ほ
の
か
に
聞
こ
ゆ
る
も
、
い
と
を
か
し
。
車
に
て
も
、
徒
歩
よ
り

も
、
馬
に
て
も
す
べ
て
、
ふ
と
こ
ろ
に
さ
し
入
れ
て
持
た
る
も
、
な
に
と
も
見
え
ず
、
さ
ば
か
り
を
か
し
き

も
の
は
な
し
。
ま
し
て
、
聞
き
知
り
た
る
調
子
な
ど
は
、
い
み
じ
う
め
で
た
し
。
暁
な
ど
に
忘
れ
．
．
て
、
を
か

し
げ
な
る
、
枕
の
も
と
に
あ
り
．
．
け
る
見
つ
け

．
．
．
た
る
も
、
な
ほ
を
か
し
。
人
の
、
取
り
に
お
こ
せ

．
．
．
た
る
を
、
お

し
包
み
て
や
る
．
．
も
、
立
文
の
や
う
に
見
え
．
．
た
り
。 

 

② 

笙
の
笛
は
、
月
の
明
き
に
、
車
な
ど
に
て
聞
き
得
た
る
、
い
と
を
か
し
。
所
狭
く
、
持
て
あ
つ
か
ひ
に

く
く
ぞ
見
ゆ
る
。
さ
て
、
吹
く
顔
や
い
か
に
ぞ
。
そ
れ
は
、
横
笛
も
、
吹
き
な
し
な
め
り
か
し
。 

 

③ 

篳
篥
は
、
い
と
か
し
が
ま
し
く
、
秋
の
虫
を
い
は
ば
、
轡
虫
な
ど
の
心
地
し
て
、
う
た
て
、
け
近
く
聞

か
ま
ほ
し
か
ら
ず
。
ま
し
て
、
わ
ろ
く
吹
き
た
る
は
、
い
と
憎
き
に
、
臨
時
の
祭
の
日
、
ま
だ
御
前
に
は
出

で
で
、
も
の
の
う
し
ろ
に
、
横
笛
い
み
じ
う
吹
き
立
て
た
る
、「
あ
な
、
お
も
し
ろ
」
と
聞
く
ほ
ど
に
、
な

か
ら
ば
か
り
よ
り
う
ち
添
へ
て
、
吹
き
昇
り
た
る
こ
そ
、
た
だ
い
み
じ
う
、
う
る
は
し
髪
持
た
ら
む
人
も
、

み
な
立
ち
あ
が
り
ぬ
べ
き
心
地
す
れ
。
や
う
や
う
、
琴
・
笛
に
合
は
せ
て
、
歩
み
出
で
た
る
、
い
み
じ
う
を

か
し
。（『
枕
草
子
』
第
二
百
四
段
） 

 

語
釈 

○
い
み
じ
＝
大
変
で
あ
る 

○
を
か
し
＝
す
ば
ら
し
い 

○
い
と
＝
大
変
に 

○
や
う
や
う
＝
だ
ん
だ
ん 

○
す
べ

て
＝
と
も
か
く 

○
め
で
た
し
＝
価
値
が
あ
る
、
喜
ば
し
い 

○
立
文
（
た
て
ぶ
み
）
＝
礼
紙
で
巻
き
、
そ
の
上
を

さ
ら
に
白
紙
で
包
装
し
装
飾
を
加
え
た
形
式
の
書
状
（
手
紙
） 

○
所
狭
し
＝
せ
ま
く
て
窮
屈
で
あ
る 

○
吹
き
な

し
＝
吹
き
方 

○
か
し
が
ま
し
＝
騒
々
し
い 

○
轡
虫
（
く
つ
わ
む
し
）
＝
キ
リ
ギ
リ
ス
科
の
昆
虫
で
ガ
チ
ャ
ガ
チ

ャ
と
鳴
く 

○
う
た
て
し
＝
気
に
入
ら
な
い
、
嫌
だ 

○
け
ぢ
か
し
（
気
近
し
）
＝
身
近
で
あ
る 

○
わ
ろ
し
＝
下

手
で
あ
る 

○
も
の
の
う
し
ろ
＝
祭
が
行
わ
れ
る
場
所
の
蔭 

○
な
か
ら
ば
か
り
＝
途
中
あ
た
り
か
ら 

○
う
る
は

し
＝
端
麗
で
あ
る 

○
立
ち
上
が
り
ぬ
＝
ぞ
っ
と
し
て
髪
が
逆
立
っ
て
し
ま
う 

○
や
う
や
う
＝
よ
う
や
く 

注
記 

こ
の
問
題
の
本
文
、
約
物
（
句
読
点
、
括
弧
等
）
は
、
萩
谷
朴
校
注
『
枕
草
子 

下
』
（
新
潮
日
本
古
典
集
成
、
一

九
七
七
年
）
に
従
う
が
、
一
部
変
更
し
た
。 

 
 



問
一
、
次
の
文
章
は
、
段
落
①
の
網
掛
け
部
分
に
対
し
て
、
文
法
的
説
明
を
お
こ
な
っ
た
も
の
で
す
。
空
欄

【
ア
】
〜
【
ツ
】
に
は
い
る
適
当
な
文
法
用
語
を
、
選
択
肢
（
い
）
〜
（
ふ
）
か
ら
一
つ
ず
つ
選
ん
で
解
答

欄
に
記
し
て
く
だ
さ
い
。
同
じ
も
の
を
、
複
数
回
選
ん
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。 

 

「
い
み
じ
う
を
か
し
」（
意
味
は
「
大
変
に
す
ば
ら
し
い
」）
の
中
の
「
い
み
じ
う
」
の
本
来
の
か
た
ち
は

「
い
み
じ
く
」
で
あ
る
。「
い
み
じ
く
」
の
語
末
の
「
く
」
が
、
発
音
の
上
で
「
う
」
に
変
化
し
、「
い
み

じ
う
」
と
発
音
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
ま
ま
表
記
さ
れ
た
。
こ
の
変
化
は
【
ア
】
と
呼
ば
れ
る
変
化

で
あ
る
。「
い
み
じ
う
を
か
し
」
を
構
成
す
る
「
い
み
じ
う
」
と
「
を
か
し
」
は
、
ど
ち
ら
も
、
そ
の
品
詞

は
【
イ
】
詞
で
あ
る
。「
い
み
じ
う
」
の
本
来
の
か
た
ち
で
あ
る
「
い
み
じ
く
」
は
、「
い
み
じ
」
と
「
く
」

の
二
つ
の
部
分
に
分
解
で
き
る
。
前
者
の
部
分
は
【
ウ
】
と
呼
ば
れ
、
後
者
の
部
分
は
、【
エ
】
と
呼
ば
れ

る
。【
エ
】
は
、
そ
の
次
に
接
続
す
る
品
詞
の
種
類
に
応
じ
て
変
化
す
る
。
接
続
に
よ
っ
て
お
こ
る
変
化
は
、

活
用
と
呼
ば
れ
る
。「
い
み
じ
」
は
、
直
後
に
「
を
か
し
」
と
い
う
【
イ
】
詞
が
接
続
さ
れ
る
た
め
に
、「
い

み
じ
」
か
ら
「
い
み
じ
く
」
へ
と
変
化
す
る
。
そ
の
活
用
形
は
【
オ
】
形
と
呼
ば
れ
て
い
る
。「
い
み
じ
く
」

に
続
く
「
を
か
し
」
の
活
用
形
は
【
カ
】
形
で
あ
る
。
文
と
し
て
の
ひ
と
ま
と
ま
り
の
区
切
り
が
生
ま
れ

る
形
で
あ
る
。 

 

「
遠
う
よ
り
聞
ゆ
る
が
」（
意
味
は
「
遠
く
か
ら
聞
こ
え
る
の
が
」）
の
「
遠
う
」
は
、「
い
み
じ
う
」
と
同

じ
く
、【
ア
】
と
呼
ば
れ
る
変
化
を
起
こ
し
て
い
る
。
も
と
も
と
は
「
遠
く
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
遠
う
」

に
変
化
し
て
い
る
。「
遠
く
」
の
品
詞
は
【
キ
】
詞
で
、
そ
の
活
用
形
は
、【
ク
】
形
で
あ
る
。「
聞
ゆ
る
」

に
接
続
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
聞
ゆ
る
」
の
基
本
の
か
た
ち
（
活
用
し
て
い
な
い
か
た
ち
）
は
、「
聞
ゆ
（
き

こ
ゆ
）」
で
、
そ
の
品
詞
は
【
ケ
】
詞
で
あ
る
。
一
般
に
【
ケ
】
詞
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
活
用
の
種
類
が
あ

る
。「
聞
ゆ
」
の
活
用
の
種
類
は
、【
コ
】
活
用
で
あ
り
、「
聞
え
」「
聞
え
」「
聞
ゆ
」「
聞
ゆ
る
」「
聞
ゆ
れ
」

「
聞
え
よ
」
と
活
用
す
る
。
こ
の
中
で
「
聞
ゆ
る
」
の
活
用
形
は
【
サ
】
形
で
あ
る
。【
サ
】
形
を
と
る
理

由
は
、「
聞
ゆ
」
が
「
が
」
に
接
続
す
る
か
ら
で
あ
る
。「
が
」
の
品
詞
は
【
シ
】
詞
で
あ
る
。
こ
の
「
が
」

は
、「
だ
が
」「
し
か
し
」
の
よ
う
に
逆
接
の
役
割
を
果
た
す
の
で
は
な
く
、
主
部
（
あ
る
い
は
主
語
・
主

格
）
を
あ
ら
わ
す
役
割
を
担
う
。 

 

「
を
か
し
げ
な
る
、
枕
の
も
と
に
あ
り
け
る
見
つ
け
た
る
も
」
を
現
代
語
に
訳
す
と
「
す
ば
ら
し
い
横
笛

が
、
枕
元
に
置
い
て
あ
る
の
を
発
見
す
る
と
い
う
の
も
」
と
な
る
。
こ
の
う
ち
、「
を
か
し
げ
な
る
」
の
「
な

る
」
は
、【
ス
】
詞
の
「
な
り
」
が
【
セ
】
形
に
活
用
し
た
も
の
で
あ
る
。
先
に
と
り
あ
げ
た
「
遠
う
よ
り

聞
ゆ
る
が
」
の
場
合
に
は
、「
が
」
と
い
う
【
シ
】
詞
が
つ
い
て
い
た
の
で
、
そ
の
部
分
が
主
部
（
主
語
）

で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
っ
た
。
こ
こ
で
は
「
を
か
し
げ
な
る
」
の
後
に
「
が
」
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
後
に
つ
づ
く
「
枕
の
も
と
に
あ
り
け
る
」
は
、「
を
か
し
げ
な
る
」

と
い
う
主
部
に
対
す
る
述
部
で
あ
る
と
理
解
で
き
よ
う
。「
あ
り
け
る
」
の
「
あ
り
」
は
【
ソ
】
詞
で
あ
る
。

「
け
る
」
は
【
タ
】
詞
「
け
り
」
が
活
用
し
た
も
の
で
、
活
用
形
は
【
チ
】
形
で
あ
る
。「
け
る
」
は
、
そ

の
ま
ま
「
見
つ
け
た
る
」
に
接
続
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
前
に
【
ツ
】
詞
の
「
を
」
が
あ
っ
て
も
よ
い
は

ず
だ
が
、
こ
こ
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
。 

  

選
択
肢 

（
い
）
動 

（
ろ
）
助 

（
は
）
助
動 

（
に
）
形
容 

（
ほ
）
形
容
動 

（
へ
）
接
続 

（
と
）
連
体 

（
ち
）
副 

（
り
）
名 

（
ぬ
）
未
然 

（
る
）
已
然 

（
を
）
終
止 

 

（
わ
）
連
用 

（
か
）
命
令 

 



（
よ
）
四
段 

（
た
）
ナ
行
変
格 

（
れ
）
ラ
行
変
格 

（
そ
）
下
一
段 

（
つ
）
下
二
段 

 
（
ね
）
上
一
段 

（
な
）
上
二
段 

（
ら
）
カ
行
変
格 

（
む
）
サ
行
変
格 

（
う
）
ク 

（
ゐ
）
シ
ク 

（
の
）
係
り
結
び 

（
お
） 

音
便 

（
く
）
語
尾 

（
や
）
語
幹 

（
ま
）
語
頭 

（
け
）
撥
音 

 

（
ふ
）
促
音 

 
  

（
問
一 

解
答
欄
） 

 

【
ア
】
＝  

 
 
 
 

 
【
イ
】
＝  

 

【
ウ
】
＝ 

 
 

【
エ
】
＝  

 
【
オ
】
＝  

 

【
カ
】
＝ 

 

【
キ
】
＝  

 

【
ク
】
＝  

 

【
ケ
】
＝ 

 

【
コ
】
＝  

 

【
サ
】
＝  

 

【
シ
】
＝ 

 

【
ス
】
＝  

 

【
セ
】
＝  

 

【
ソ
】
＝ 

 

【
タ
】
＝  

 

【
チ
】
＝  

 
【
ツ
】
＝ 

  

問
二
、
段
落
①
の
中
の
傍
線
部
分
「
笛
は
、
横
笛
〜
い
み
じ
う
め
で
た
し
」
ま
で
を
わ
か
り
や
す
い
現
代
語

に
置
き
換
え
て
く
だ
さ
い
。 

 

（
問
二 

解
答
欄
） 

                 



問
三
、
段
落
①
の
中
の
傍
点
部
分
「
忘
れ
．
．
」「
あ
り
．
．
」「
見
つ
け

．
．
．
」「
お
こ
せ

．
．
．
」「
や
る
．
．
」「
見
え
．
．
」
は
、
そ
れ

ぞ
れ
そ
の
主
体
が
誰
（
何
）
で
あ
る
か
、
い
わ
ゆ
る
主
語
が
省
略
さ
れ
て
い
ま
す
。
文
章
の
流
れ
を
よ
く
読

み
と
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
主
体
（
主
語
）
を
、
選
択
肢
（
１
）
〜
（
４
）
の
中
か
ら
選
ん
で
く

だ
さ
い
。
同
じ
も
の
を
、
複
数
回
選
ん
で
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。 

 

「
暁
な
ど
に
忘
れ
．
．
て
」
の
部
分
の
主
語
は
《
ア
》
で
あ
る
。 

「
を
か
し
げ
な
る
、
枕
の
も
と
に
あ
り
．
．
」
の
部
分
の
「
あ
り
」
に
対
す
る
主
語
は
《
イ
》
で
あ
る
。 

「
見
つ
け

．
．
．
た
る
も
、
な
ほ
を
か
し
」
の
部
分
の
「
見
つ
け
る
」
の
主
語
は
《
ウ
》
で
あ
る
。 

「
取
り
に
お
こ
せ

．
．
．
た
る
」
の
「
お
こ
す
」
の
主
語
は
《
エ
》
で
あ
る
。 

「
お
し
包
み
て
や
る
．
．
」
の
「
や
る
」
の
主
語
は
《
オ
》
で
あ
る
。 

「
立
文
の
や
う
に
見
え
．
．
た
り
」
の
主
語
は
《
カ
》
で
あ
る
。 

 

選
択
肢 

（
１
）
笛
の
所
有
者
の
使
者 

（
２
）
笛
が
残
さ
れ
て
い
た
家
の
人 

（
３
）
楽
器
の
笛 

（
４
）
笛
の
所
有
者 

  

（
問
三 

解
答
欄
） 

《 

ア 

》
＝ 

 
 
 

 
 

《 

イ 

》
＝ 

 
 
 

 
 

《 

ウ 

》
＝ 

 
 

《 

エ 

》
＝ 

 

《 

オ 

》
＝ 

 
 

《 

カ 

》
＝ 

   

問
四
、
段
落
②
の
全
文
「
笙
の
笛
は
〜
吹
き
な
し
な
め
り
か
し
」
を
現
代
語
に
訳
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

（
問
四 

解
答
欄
） 

            



問
五
、
段
落
③
の
中
の
傍
線
部
「
た
だ
い
み
じ
う
、
う
る
は
し
髪
持
た
ら
む
人
も
、
み
な
立
ち
あ
が
り
ぬ
べ

き
心
地
す
れ
」
は
、
左
に
示
す
現
代
語
訳
の
中
で
は
、
空
欄
（□

□
□
□
□

と
し
た
部
分
）
に
な
っ
て
い
て
、

訳
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
部
分
は
、
作
者
の
清
少
納
言
が
、
横
笛
の
後
か
ら
演
奏
に
加
わ
っ
て
く
る
篳
篥

の
音
を
、
好
意
的
に
捉
え
て
い
る
と
見
る
か
（
１
）、
あ
る
い
は
嫌
悪
し
て
い
る
と
見
る
か
（
２
）
に
よ
り
、

従
来
、
ふ
た
と
お
り
の
解
釈
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
空
欄
部
分
を
、
作
者
が
篳
篥
の
音
や
演
奏
を

好
意
的
に
と
ら
え
て
い
る
と
す
る
解
釈
（
１
）、
そ
の
反
対
に
、
作
者
が
篳
篥
の
音
や
演
奏
に
対
す
る
嫌
悪

を
し
め
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
（
２
）
と
、
二
通
り
の
解
釈
に
立
っ
て
、
現
代
語
訳
を
お
こ
な
っ
て
く
だ
さ

い
。 

 

（
現
代
語
訳
）
篳
篥
（
ひ
ち
り
き
）
は
、
と
て
も
音
が
う
る
さ
く
て
、
秋
の
虫
で
い
え
ば
、
ま
る
で
轡
虫

の
よ
う
な
感
じ
が
し
て
、嫌
い
で
あ
る
。な
の
で
、近
く
で
は
聞
き
た
く
も
な
い
も
の
で
あ
る
。ま
し
て
、

下
手
な
演
奏
を
聞
く
と
、
と
て
も
嫌
な
気
持
ち
に
な
る
。
臨
時
の
祭
の
日
に
、
演
奏
者
ら
が
、
ま
だ
皇
帝

の
御
前
に
は
出
て
い
な
い
段
階
で
、
横
笛
が
隠
れ
た
場
所
か
ら
、
素
晴
ら
し
い
演
奏
を
し
て
い
る
。
そ
れ

を「
あ
ぁ
、す
ば
ら
し
い
」と
聞
い
て
い
る
よ
う
な
と
き
、途
中
か
ら
篳
篥
が
一
緒
に
吹
き
立
て
る
の
は
、

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

。
さ
て
よ

う
や
く
、
琴
、
笛
と
の
合
奏
に
な
っ
て
、
一
緒
に
歩
き
出
た
と
き
に
は
、
篳
篥
も
と
て
も
面
白
い
も
の
で

あ
る
。 

 

（
問
五 

解
答
欄
） 

 

（
１
）
作
者
が
篳
篥
に
好
意
的
で
あ
る
と
い
う
解
釈
に
立
っ
た
現
代
語
訳 
 

   

（
２
）
作
者
が
篳
篥
を
嫌
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
に
立
っ
た
現
代
語
訳 
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