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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
に
答
え
よ
。

総
じ
て
日
本
人
は
「
あ
れ
か
、
こ
れ
か
」
と
決
め
つ
け
る
の
を
好
ま
な
い
。
「
自
由
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
日
本
人
は
柔
軟
に
対
処
す
る
。

要
す
る
に
、
西
洋
的
自
由
と
は
桎
梏
（
し
っ
こ
く
）

Ａ

と
し
て
の
因
果
的
必
然
性
か
ら
の
逃
走
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
「
必
然
性
か
ら
の
自
由
」
は
内
面

的
モ
ラ
ル
に
合
致
す
る
「
自
由
な
る
必
然
性
」
に
高
ま
る
べ
き
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
比
べ
る
と
、
日
本
的
自
由
に
は
非
常
に
興
味
深
い
事
実
が
観
察

さ
れ
る
。
偶
然
性
と
必
然
性
が
自
由
に
お
い
て
統
一
さ
れ
て
渾
然
一
体
（
こ
ん
ぜ
ん
い
っ
た
い
）

Ｂ

と
な
る
の
だ
。

日
本
的
自
由
を
考
え
る
た
め
に
は
ま
ず
語
義
の
確
認
・
整
理
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
こ
こ
で
問
題
に
な
る
「
自
由
」
と
「
自
然
」
と
い
う
二
語

に
は
、
明
治
以
後
の
翻
訳
語
と
し
て
の
新
し
い
意
味
と
伝
統
的
な
意
味
と
の
あ
い
だ
に
大
き
な
懸
隔
ア

が
見
ら
れ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
、
こ
の
前
提
作
業
の

遂
行
自
体
が
日
本
的
自
由
の
輪
郭
イ

を
描
き
出
し
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

「
自
由
」
は
中
国
で
古
く
か
ら
使
わ
れ
て
い
た
語
で
字
義
ど
お
り
「

自
み
ず
か

ら
に
由よ

る
」
と
い
う
意
味
で
、
自
主
的
、
独
立
的
あ
り
よ
う
を
指
し
て
い
る
（
も

っ
と
も
勝
手
気
ま
ま
な
と
い
う
否
定
的
な
意
味
合
い
も
あ
る
け
れ
ど
も
）
。
初
期
仏
典
の
漢
訳
で
は
解
脱
ウ

の
自
由
な
境
地
の
意
味
で
使
わ
れ
た
こ
と
も
あ

る
が
、
し
だ
い
に
「
自
在
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
禅
の
文
献
で
は
そ
の
ま
ま
、
束
縛
の
な
い
境
地
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て

使
わ
れ
つ
づ
け
た
。
い
ず
れ
に
し
て
も
個
人
の
心
の
境
位
を
表
し
、
欧
米
語
の
よ
う
な
政
治
的
＝
社
会
的
な
意
味
合
い
を
込
め
て
使
わ
れ
る
こ
と
は
つ
い
ぞ
Ｃ

な
か
っ
た
。
こ
の
東
洋
的
な
「
自
由
」
の
概
念
は
西
洋
の
そ
れ
と
ず
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
る
。
こ
の
違
い
を
鈴
木
大
拙
は
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

西
洋
の
リ
バ
テ
ィ
や
フ
リ
ー
ダ
ム
に
は
、
自
由
の
義
は
な
く
て
、
消
極
性
を
も
っ
た
束
縛
ま
た
は
牽
制

け
ん
せ
い

か
ら
解
放
せ
ら
れ
る
の
義
だ
け
で
あ
る
。

そ
れ
は
否
定
性
を
も
っ
て
い
て
、
東
洋
的
の
自
由
の
義
と
大
い
に
相
違
す
る
。

[ …
…

]

自
由
に
は
元
来
政
治
的
意
義
は
少
し
も
な
い
。
天
然
自
然
の
原
理
そ
の
も
の
が
、
他
か
ら
何
ら
の
指
図
も
な
く
、
制
裁
も
な
く
、

自
お
の
ず
か

ら
出

る
ま
ま
の
働
き
、
こ
れ
を
自
由
と
い
う
の
で
あ
る
。
（
『
東
洋
的
な
見
方
』
）
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前
段
に
つ
い
て
は
補
足
説
明
が
必
要
だ
ろ
う
。
鈴
木
は
リ
バ
テ
ィ
と
フ
リ
ー
ダ
ム
を
一
つ
に
括く

く

っ
て
し
ま
っ
た
が
、
厳
密
に
い
え
ば
違
い
は
あ
る
（
も

っ
と
も
無
視
し
て
も
大
過
は
な
い
。
事
実
、
こ
の
二
語
は
ふ
つ
う
厳
密
に
使
い
分
け
は
さ
れ
て
い
な
い
）
。
フ
リ
ー
ダ
ム
は
束
縛
や
拘
束
が
な
い
、
義
務

を
免
除
さ
れ
た
状
態
（
し
な
く
て
も
よ
い
）
を
、
リ
バ
テ
ィ
は
行
動
や
発
言
の
権
利
が
保
障
さ
れ
た
状
態
（
し
て
も
よ
い
）
を
そ
れ
ぞ
れ
意
味
す
る
。
政

治
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
問
題
に
し
な
け
れ
ば
こ
の
二
つ
の
自
由
は
、
「
消
極
的
自
由
（
～
か
ら
の
自
由
）
」
と
「
積
極
的
自
由
（
～
へ
の
自
由
）
」
と
重

ね
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
西
洋
的
自
由
が
「
～
か
ら
」
で
あ
れ
「
～
へ
」
で
あ
れ
、
「
必
然
的
な
も
の
」
に
制
約
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
「
他
か
ら
何
ら
の
指
図
も
な
く
、
制
裁
も
な
く
、
自
ら
出
る
ま
ま
の
働
き
」
で
あ
る
東
洋
的
自
由
に
比
較
す
れ
ば
、
西
洋
的
自

由
はエ

不
自
由
で
あ
る
。
東
洋
的
自
由
は
必
然
性
も
偶
然
性
も
超
越
し
た
自
在
的
＝
自
立
的
な
境
位
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
当
を
い
え
ば
、
リ
バ
テ
ィ
や
フ

リ
ー
ダ
ム
を
訳
す
の
に
仏
教
用
語
の
「
自
由
」
を
あ
て
る
の
は
問
題
だ
っ
た
の
だ
。

問
題
と
い
え
ば
「
自
然
」
も
本
来
の
意
味
と
翻
訳
語
で
ず
い
ぶ
ん
と
開
き
が
あ
る
。
元
の
意
味
は
い
ま
見
た
「
自
由
」
と
非
常
に
近
い
も
の
と
し
て
受

け
取
ら
れ
て
い
た
。
老
荘
Ｄ

の
「
無
為
自
然
」
と
い
う
言
葉
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
「
自
然
」
は
「
お
の
ず
か
ら
し
か
、
、
あ
る
こ
と
」
、
つ
ま
り
「
自
然
さ
」

の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
。
し
か
し
「
自
然
」
は
伝
統
的
に
は
名
詞
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
「
自
然
に
」
「
自
然
な
」
と
い
う
形
で
使
わ
れ
「
お

の
づ
か
ら
」
と
い
う
意
味
を
表
し
て
い
た
。
た
だ
し
「
ジ
ネ
ン
」
と
読
む
と
必
然
性
が
強
調
さ
れ
る
と
い
う
使
い
分
け
も
あ
っ
た
ら
し
い
。
い
ず
れ
に
し

て
も
「
自
然
」
はnature

の
訳
語
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
「
天
地
・
万
物
」
と
い
う
意
味
と
は
だ
い
ぶ
か
け
離
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に

つ
い
て
九
鬼
周
造
が
『
偶
然
性
の
問
題
』
の
な
か
で
「
お
の
づ
か
ら
」
「
み
づ
か
ら
」
「
じ
ね
ん
（
自
然
）
」
の
語
義
を
踏
ま
え
て
問
題
に
し
て
い
る
。

九
鬼
に
よ
れ
ば
、
日
本
語
で
は
因
果
的
偶
然
は
「
お
の
づ
か
ら
」
「
み
づ
か
ら
」
「
じ
ね
ん
（
自
然
）
」
の
三
語
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
が
、
「
お
の

づ
か
ら
」
が
基
本
的
で
あ
る
。
「
お
の
づ
か
ら
」
（
非
決
定
的
自
発
性
）
の
積
極
面
（
自
由
）
を
「
み
づ
か
ら
」
が
受
け
も
ち
、
消
極
面
（
自
然
＝
お
の

ず
か
ら
そ
う
あ
る
こ
と
）
を
「
じ
ね
ん
」
が
受
け
も
っ
て
い
る
。
「
み
づ
か
ら
」
（
自
由
）
と
「
じ
ね
ん
」
（
自
然
）
は
正
反
対
の
関
係
に
立
つ
。
た
だ
、

九
鬼
は
日
本
（
東
洋
）
で
は
こ
の
三
者
の
関
係
が
き
っ
ち
り
と
対
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
融
通
無
碍
（
ゆ
う
ず
う
む
げ
）

Ｅ

で
あ
る
こ
と
に
日
本
的
性

格
を
見
て
い
る
。

東
洋
の
思
想
に
あ
つ
て
は
自
由
と
自
然
と
は
乖
離

か

い

り

的
対
立
を
し
な
い
で
融
合
相
即
し
て
見
ら
れ
る
傾
向
が
イ
チ
ジ
ル
し
い

オ

。
「
み
づ
か
ら
」
の
有も

つ
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目
的
的
必
然
性
と
「
じ
ね
ん
に
」
の
有
つ
因
果
的
必
然
性
と
が
「
お
の
づ
か
ら
」
な
る
自
発
性
に
止
揚
カ

さ
れ
た
段
階
と
見
る
こ
と
が
出
来
る
か
も
知

れ
ぬ
。
（
『
偶
然
性
の
問
題
』
）

こ
の
興
味
深
い
論
点
を
『
偶
然
性
の
問
題
』
で
は
そ
の
場
で
は
な
い
と
切
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
が
、
後
年
に
書
か
れ
た
論
文
「
日
本
的
性
格
」
で
は
次

の
よ
う
に
膨
ら
ま
せ
て
い
る
。

日
本
の
道
徳
の
理
想
に
は
お
の
づ
か
ら
な
自
然
と
い
ふ
こ
と
が
大
き
い
意
味
を
有
つ
て
ゐ
る
。
殊
更
ら
し
い
こ
と
を
嫌
つ
て
お
の
づ
か
ら
な
と
こ

ろ
を
尊
ぶ
の
で
あ
る
。
自
然
な
と
こ
ろ
ま
で
行
か
な
け
れ
ば
道
徳
が
完
成
し
た
と
は
見
ら
れ
な
い
。
そ
の
点
が
西
洋
と
は
か
な
り
違
つ
て
ゐ
る
。
い

つ
た
い
西
洋
の
観
念
形
態
で
は
自
然
と
自
由
と
は
屡
々

し
ば
し
ば

対
立
し
て
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
。
そ
れ
に
反
し
て
日
本
の
実
践
体
験
で
は
自
然
と
自
由
と
が
融

合
相
即
し
て
エ
ト
ク
キ

さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。
自
然
に
お
の
づ
か
ら

迸
ほ
と
ば
し

り
出
る
も
の
が
自
由
で
あ
る
。
自
由
と
は
窮
屈
な
さ
か
し
ら

Ｆ

の
結
果
と
し
て

生
ず
る
も
の
で
は
な
い
。
天
地
の
心
の
ま
ま
に
お
の
づ
か
ら
出
て
来
た
も
の
が
自
由
で
あ
る
。
自
由
の
「
自
」
は
自
然
の
「
自
」
と
同
じ
「
自
」
で

あ
る
。
「
み
づ
か
ら
」
の
「
身
」
も
「
お
の
づ
か
ら
」
の
「

己
お
の
れ

」
も
と
も
に
自
己
と
し
て
の
自
然
で
あ
る
。
自
由
と
自
然
と
が
峻

別

し
ゅ
ん
べ
つ

さ
れ
ず
、
道

徳
の
領
野
が
生
の
地
平
と
理
念
的
に
同
一
視
さ
れ
る
の
が
日
本
の
道
徳
の
特
色
で
あ
る
。

西
洋
で
は
偶
然
の
必
然
化
に
自
由
の
極
地
を
見
る
が
、
日
本
で
は
偶
然
と
必
然
の
融
合
相
即
に
自
由
の
極
地
を
見
る
。
西
洋
で
は
偶
然
と
必
然
は
ま
っ

た
く
別
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

Ｇ

に
属
す
る
が
、
日
本
で
は
偶
然
と
必
然
は
截
然
（
せ
つ
ぜ
ん
）
と

Ｈ

区
別
さ
れ
て
は
い
な
い
。
偶
然
に
対
す
る
拒
否
か
許
容
か
と
い

う
ス
タ
ン
ス
の
違
い
が
自
由
を
め
ぐ
る
彼
我
の
違
い
を
産
み
出
し
た
わ
け
で
あ
る
。

日
本
的
な
自
由
の
概
念
が
も
つ
「
自
由
さ
」
は
注
目
に
値
す
る
。

こ
の
自
然
を
貴
ぶ
自
由
さ
は
「
日
本
の
道
徳
の
特
色
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
て
、
芸
術
の
特
色
で
も
あ
る
。
あ
る
対
象
を
与
え
ら
れ
た
も
の
（
自
然
）

と
見
る
か
、
作
ら
れ
た
も
の
（
作
品
）
と
見
る
か
に
よ
っ
て
、
く
だ
ん
の

Ｉ

対
象
の
意
味
（
価
値
）
は
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
。
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
は

「
自
然
（
無
為
）
／
作
品
（
人
為
）
」
の
二
項
対
立
的
図
式
で
あ
る
。
西
洋
的
な
自
由
観
と
日
本
的
な
自
由
観
の
違
い
は
美
的
対
象
を
前
に
し
た
と
き
の
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ス
タ
ン
ス
に
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
人
は
自
然
と
人
為
を
は
っ
き
り
区
別
し
対
立
的
に
捉
え
る
が
、
日
本
人
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
日
本
人

は
「
自
ず
か
ら
し
か
あ
る
、
、
も
の
」
を
好
も
し
い
と
考
え
る
が
、
西
洋
人
は
そ
う
で
は
な
い
。
「
し
か
あ
る
べ
き
、
、
も
の
」
を
よ
し
と
考
え
、
そ
れ
を
「
自
ず

か
ら
し
か
あ
る
も
の
」
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
自
然
の
人
工
化
＝
人
為
化

ク

で
あ
る
。
自
由
な
偶
然
性
を
排
除
し
、
様
式
化
さ

れ
た
必
然
性
に
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
は
自
然
の
自
然
ら
し
さ
に
自
由
を
感
じ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
自
然
の
人
間
ら
し
さ
に
自
由
を
感
じ
取
る
。

い
ま
述
べ
た
経
緯
を
西
洋
と
日
本
の
作
庭
術
で
検
証
し
て
み
よ
う
。

日
本
の
庭
園
は
「
風
景
式
庭
園
」
で
自
然
に
な
ら
い
、
自
然
か
ら
モ
チ
ー
フ
を
得
る
と
い
う
の
が
基
本
原
理
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
自
然
の
風
景
の

縮
小
化
で
あ
り
、
象
徴
化
で
あ
る
。
平
安
時
代
に
書
か
れ
た
日
本
最
古
の
造
園
書
『
作
庭
記
』
に
「
乞
は
ん
に
従
う
」
と
い
う
言
葉
が
読
め
る
。
こ
の
言

葉
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
日
本
的
作
庭
術
は
自
然
の
地
形
や
岩
石
を
な
る
べ
く
活
か
そ
う
と
す
る
。
造
園
家
は
自
然
が
人
間
に
要
求
し
て
く
る

も
の
に
耳
を
傾
け
て
、
自
然
に
従
い
な
が
ら
庭
を
造
る
。
そ
こ
に
は
す
で
に
確
認
し
た
日
本
人
に
独
特
の
自
然
観
が
ト
ウ
エ
イ

ケ

さ
れ
て
い
る
。
自
然
と
人

間
は
敵
対
＝
対
立
し
あ
う
も
の
で
は
な
く
て
、
人
間
は
大
い
な
る
自
然
に
従
容
Ｊ

と
従
い
そ
の
懐
の
な
か
に
飛
び
込
み
、
い
だ
か
れ
て
一
体
と
な
る
こ
と
こ

そ
が
肝
要
な
の
で
あ
る
。
「
枯
山
水
」
「
借
景
」
「
回
遊
式
庭
園
」
な
ど
日
本
独
特
の
作
庭
法
は
す
べ
て
「
自
然
の
乞
は
ん
に
従
う
」
こ
と
を
旨
と
し
て

い
る
。

こ
う
し
た
自
然
を
活
か
す
日
本
的
作
庭
術
と
好
対
照
を
な
す
の
が
西
洋
の
造
園
法
で
あ
ろ
う
。
噴
水
や
彫
像
が
配
さ
れ
た
寓
意

ぐ

う

い

と
シ
ン
ボ
ル
に
満
ち
た

人
工
的
な
閉
ざ
さ
れ
た
空
間
と
し
て
の
庭
園
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
庭
園
の
極
致
が
ル
・
ノ
ー
ト
ル
の
デ
ザ
イ
ン
に
な
る
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
の
庭
園
で
あ
る
。

ベ
ル
サ
イ
ユ
の
庭
園
に
お
い
て
は
自
然
は
ま
ず
ば
ら
ば
ら
に
解
体
さ
れ
、
つ
い
で
あ
る
意
図
（
イ
デ
ー
＝
ア
イ
デ
ア
）
の
も
と
に
再
構
成
さ
れ
る
。
作

者
ル
・
ノ
ー
ト
ル
は
お
の
れ
の
抱
懐
す
る
プ
ラ
ン
に

則
の
っ
と

っ
て
強
い
軸
線
、
左
右
対
称
性
、
ト
ウ
シ
コ

図
法
な
ど
幾
何
学
的
構
図
を
引
き
、
そ
し
て
人
工
的
に

刈
り
込
ま
れ
た
植
木
、
立
像
、
刺
繍

し
し
ゅ
う

花
壇
、
大
噴
水
、
水
路
な
ど
を
整
然
と
配
置
す
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
造
園
家
の
デ
ッ
サ
ン
（
比
例
と
シ
ン
メ
ト
リ
ー
）

に
基
づ
く
自
然
の
解
体
・
変
形
で
あ
る
。
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
理
性
の
秩
序
（
必
然
性
）
に
お
き
か
え
ら
れ
た
人
工
的
自
然
（
建
築
的
閉
鎖
空
間
）

に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
庭
園
の
人
工
的
造
形
性
は
キ
ョ
ウ
レ
ツ

サ

な
秩
序
へ
の
意
志
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
広
大
な
庭
園
の
す
べ
て
は
一
点
に
収
斂
（
し
ゅ
う
れＫ

ん
）
す

る
。
そ
こ
は
ベ
ル
サ
イ
ユ
宮
殿
中
央
の
「
鏡
の
間
」
の
テ
ラ
ス
で
あ
る
。
こ
の
バ
ル
コ
ニ
ー
の
高
み
か
ら
見
下
ろ
せ
ば―

―

マ
ク
ロ
の
視
点
に
立
て
ば―
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―

、
大
庭
園
は
厳
密
な
左
右
対
称
的
幾
何
学
図
形
を
繰
り
広
げ
る
。
さ
な
が
ら

Ｌ

王
者
に
忠
誠
を
誓
う
兵
士
た
ち
の
閲
兵
式
シ

の
よ
う
に
。
こ
こ
に
自
然
は
人

間
の
強
固
な
意
志
に
従
わ
せ
ら
れ
、
幾
何
学
的
理
性
的
秩
序
に
塡は

め
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
幾
何
学
的
構
図
へ
の
好
み
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
の
美
意
識
が
対
称
性
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
こ
と
か
ら
来
る
。
ワ
ク
セ
イ

ス

の
楕
円

だ

え

ん

軌
道
Ｍ

の
発
見
を
遅

ら
せ
た
元
凶
が
完
全
図
形
で
あ
る
「
円
」
へ
の
こ
だ
わ
り
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
日
本
人
は
「
対
称
的
」
図
形
に
固
さ
（
野

暮
）
を
見
る
。
自
然
（
粋
）
で
な
い
と
感
じ
る
。
そ
し
て
わ
ざ
と
「
対
称
性
」
を
破
る
。

対
称
性
（
必
然
性
）
の
堅
苦
し
さ
に
変
化
（
偶
然
性
）
を
与
え
る
。
茶
道
の
世
界
で
は
「
ゆ
が
ん
だ
」
茶
碗
を
そ
の
ゆ
が
み
故
に
珍
重
セ

す
る
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。
も
と
も
と
は
偶
然
が
も
た
ら
し
た
出
来
損
な
い
の
は
ず
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
予
期
せ
ぬ
「
造
化
の
妙
」
を
喜
ん
で
、
後
に
は
意
図
的
に
「
ゆ

が
み
」
を
演
出
し
た
。
必
然
性
の
一
様
さ
を
破
る
偶
然
性
の
「
ゆ
ら
ぎ
」
（
遊
び
）
を
楽
し
む
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
「
偶
然
性
の
美
学

ソ

」
と
称
し
て
差

し
つ
か
え
な
い
も
の
が
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
ち
ょ
っ
と
ズ
レ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
大
き
く
ズ
レ
て
い
れ
ば
、
あ
る
い
は
不
格
好
で
あ
り
、
あ

る
い
は
グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
り
、
あ
る
い
は
下
品
で
あ
る
だ
ろ
う
。
規
範
性
・
様
式
性
（
必
然
性
）
か
ら
ち
ょ
っ
と
外
れ
て
い
る
か
ら
い
い
の
で
あ
る
。
「
ち

ょ
っ
と
」
と
い
う
条
件
が
「
偶
然
性
の
美
学
」
の
要
諦
Ｎ

で
あ
る
。

（
野
内
良
三
『
偶
然
を
生
き
る
思
想
』
よ
り
）

問
一

「
桎
梏
（
し
っ
こ
く
）

Ａ

」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

抑
止

２

束
縛

３

迫
害

４

規
律

５

運
命

６

解
放

問
二

「
渾
然
一
体
（
こ
ん
ぜ
ん
い
っ
た
い
）

Ｂ

」
の
類
義
語
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

万
物
斉
同

２

玉
石
混
交

３

付
和
雷
同

４

呉
越
同
舟

５

相
即
不
離

６

純
一
無
雑

1

2
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問
三

「
つ
い
ぞ

Ｃ

」
の
言
い
換
え
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

一
度
も

２

つ
と
に

３

何
度
も

４

ま
る
で

５

や
が
て

６

た
し
か
に

問
四

「
老
荘

Ｄ

」
と
あ
る
が
、
「
老
荘
」
の
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

性
善
説
を
唱
え
る
学
説

２

中
国
の
伝
統
的
な
学
派

３

道
家
の
影
響
を
受
け
た
教
え

４

処
世
の
あ
り
方
を
唱
え
る
思
想

５

諸
子
百
家
に
数
え
ら
れ
る
思
想
家

６

中
国
戦
国
時
代
に
活
躍
し
た
と
さ
れ
る
人
名
の
並
称

問
五

「
融
通
無
碍
（
ゆ
う
ず
う
む
げ
）

Ｅ

」
の
対
義
語
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

杓
子
定
規

２

虎
視
眈
々

た
ん
た
ん

３

唯
我
独
尊

４

傍
若
無
人

５

疑
心
暗
鬼

６

謹
厳
実
直

問
六

「
さ
か
し
ら

Ｆ

」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

忍
耐

２

呪
縛

３

思
索

４

陳
述

５

半
可
通

６

屁
理
屈

問
七

「
カ
テ
ゴ
リ
ー

Ｇ

」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

用
法

２

身
分

３

集
団

４

語
義

５

論
理

６

範

疇
ち
ゅ
う

問
八

「
截
然
（
せ
つ
ぜ
ん
）
と

Ｈ

」
の
言
い
換
え
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

た
し
か
に

２

あ
り
あ
り
と

３

い
ん
ぜ
ん
と

４

お
ぼ
ろ
げ
に

５

ば
く
ぜ
ん
と

６

は
っ
き
り
と

6
7

5

3
4

8
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問
九

「
く
だ
ん
の

Ｉ

」
の
言
い
換
え
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

あ
な
た
の

２

い
つ
も
の

３

目
の
前
の

４

先
に
述
べ
た

５

は
じ
め
て
の

６

こ
れ
か
ら
触
れ
る

問
十

「
従
容

Ｊ

」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

容
受

２

従
順

３

悠
揚

４

温
容

５

敬
譲

６

黙
従

問
十
一

「
収
斂
（
し
ゅ
う
れ
ん
）
す
る

Ｋ

」
の
言
い
換
え
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

か
ら
ま
る

２

し
ず
ま
る

３

ま
と
ま
る

４

む
ら
が
る

５

せ
い
り
す
る

６

と
り
い
れ
る

問
十
二

「
さ
な
が
ら

Ｌ

」
の
言
い
換
え
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

す
べ
て

２

あ
た
か
も

３

け
れ
ど
も

４

し
っ
か
り

５

そ
の
ま
ま

６

と
は
い
え

問
十
三

「
軌
道

Ｍ

」
と
あ
る
が
、
「
軌
」
を
含
む
こ
と
ば
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

き
み
が
わ
る
い

２

き
ぼ
う
を
い
だ
く

３

き
を
い
つ
に
す
る

４

き
か
い
て
き
に
は
た
ら
く

５

パ
ソ
コ
ン
を
き
ど
う
す
る

６

よ
き
せ
ぬ
で
き
ご
と
が
お
こ
る

問
十
四

「
要
諦

Ｎ

」
の
意
味
と
し
て
、
最
も
適
当
と
思
わ
れ
る
も
の
を
次
の
中
か
ら
一
つ
選
べ
。

１

肝
心

２

志
向

３

制
約

４

極
致

５

奥
義

６

塩
梅

問
十
五

本
文
の
内
容
に
合
致
す
る
も
の
を
、
次
の
中
か
ら
二
つ
選
べ
。
（

15

の
欄
に
、
二
ヵ
所
マ
ー
ク
す
る
こ
と
）

14

11

12

13

9

10

15

15
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１

「
風
景
式
庭
園
」
は
天
地
・
万
物
を
作
品
と
し
て
捉
え
る
庭
園
で
あ
る
。

２

「
風
景
式
庭
園
」
は
自
然
の
自
然
ら
し
さ
に
自
由
を
感
じ
る
庭
園
で
あ
る
。

３

「
風
景
式
庭
園
」
は
植
木
、
立
像
、
刺
繍
花
壇
、
大
噴
水
、
水
路
な
ど
を
整
然
と
配
し
、
風
景
を
人
工
的
に
作
り
出
す
庭
園

で
あ
る
。

４

東
洋
的
自
由
は
自
然
と
の
乖
離
的
対
立
が
な
い
。

５

東
洋
的
自
由
は
美
的
対
象
の
も
つ
偶
然
性
を
様
式
化
さ
れ
た
必
然
性
に
変
え
る
。

６

東
洋
的
自
由
は
意
図
的
な
「
ゆ
が
み
」
を
グ
ロ
テ
ス
ク
で
下
品
な
も
の
と
す
る
。

問
十
六

「
懸
隔

ア

」
・
「
輪
郭

イ

」
・
「
解
脱

ウ

」
・
「
止
揚

カ

」
・
「
閲
兵
式

シ

」
・
「
珍
重

セ

」
の
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
し
る
せ
。

問
十
七

「
イ
チ
ジ
ル
し
い

オ

」
・
「
エ
ト
ク

キ

」
・
「
ト
ウ
エ
イ

ケ

」
・
「
ト
ウ
シ

コ

」
・
「
キ
ョ
ウ
レ
ツ

サ

」
・
「
ワ
ク
セ
イ

ス

」
を
漢
字
で
し
る
せ
。

問
十
八

 

「
自
然
の
人
工
化
＝
人
為
化

ク

」
と
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
内
容
を
示
す
語
句
を
文
中
よ
り
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
し
る
せ
（
八
字
）
。

問
十
九

日
本
の
芸
術
に
お
い
て
、
自
然
を
活
か
す
こ
と
か
ら
生
ま
れ
る
偶
然
の
産
物
を
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
。
そ
れ
を

示
し
て
い
る
語
句
を
文
中
よ
り
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
し
る
せ
（
十
字
）
。

問
二
十

「
西
洋
的
自
由
は
不
自
由
で
あ
る

エ

」
と
あ
る
が
、
筆
者
は
な
ぜ
そ
う
考
え
て
い
る
か
。
文
中
の
語
句
を
用
い
て
説
明
せ
よ
（
六
十

字
以
内
）
。

問
二
十
一

「
偶
然
性
の
美
学

ソ

」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
文
中
の
語
句
を
用
い
て
説
明
せ
よ
（
六
十
字
以
内
）
。
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問 解答 解答
問一 ② ア けんかく
問二 ⑤ イ りんかく
問三 ① ウ げだつ
問四 ① カ しよう
問五 ① シ えっぺいしき
問六 ⑤ セ ちんちょう
問七 ⑥ オ 著　しい

問八 ⑥ キ 会得
問九 ④ ケ 投影
問十 ③ コ 透視
問十一 ③ サ 強烈
問十二 ② ス 　惑星
問十三 ③ 自然の解体・変形
問十四 ① 予期せぬ「造化の妙」

必然性の一様さに固さを見、一様さから
少しだけ外れた偶然性のゆらぎに自然を
感じ、意図的にゆらぎを生み出して楽し
む美意識

問二十一

問十五 ②
④

西洋的自由には必然性からの解放という
政治的意味合いがあるため、必然性も偶
然性も超越した自在的な境位にはなり得
ないから

問二十
問十九

解答例国  語

問

 問十六

問十七

問十八

2025年度 武蔵野美術大学 造形学部 一般選抜 一般方式 国語（60分）
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