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A日程
（1月 29 日）

2025（令和7）年度
総合文化学部・地球市民学部
一 般 入 学 試 験 問 題

国　　語
12 時〜 13 時

受験についての注意

1．試験開始の前に、以下の注意をよく読んでおくこと。

2．試験開始の合図があるまで、この冊子を開かないこと。

3．この冊子の問題本文は 15ページ、問題は 2問である。試験開始後問題を確認し、落丁・乱丁の
箇所があるときは手をあげて交換を求めること。

4．解答用紙は、すべてＨＢの黒鉛筆またはＨＢのシャープペンシルで記入すること。
　（万年筆・ボールペンなどを使用してはならない。）

5．解答用紙は、マーク式解答用紙のみである。試験開始の前に、マーク式解答用紙の定められた位
置に氏名及び受験番号をマーク及び記入すること。

6．解答は、解答用紙の指定された場所にマークすること。余白、裏面には何も書いてはならない。

7．試験時間中に無断で退場することはできない。

8．終了の合図があったら、ただちに筆記用具を置き、解答用紙は表を上にして置くこと。この冊子
（試験問題）は持ち帰ってよい。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
設
問
に
答
え
よ
。〔
60
点
〕

日
本
の
伝
統
文
化
の
中
に
、
二
つ
の
対
極
的
な
も
の
を
見み

出い
だ

そ
う
と
い
う
試
み
は
、
タ
ウ
ト
に
始
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
二
項
対

立
型
日
本
論
の
根
源
に
あ
る
の
は
、
日
本
が
中
心
で
は
な
く
辺
境
に
位
置
し
、
強
力
な
る
中
心
の
影
響
に
犯
さ
れ
、
翻
弄
さ
れ
続
け
た
と

い
う
、
あ
る
種
の
被
害
者
意
識
で
あ
り
劣
等
感
で
あ
る
と
僕
は
推
測
す
る
。
そ
し
て
こ
の
被
害
者
意
識
は
、
翻
弄
さ
れ
つ
つ
も
本
質
に
お

い
て
し
な
や
か
で
あ
り
不
変
で
あ
っ
た
日
本
と
い
う
一
種
の
選
民
意
識
へ
と
容
易
に
反
転
し
た
。

被
害
者
意
識
と
選
民
意
識
と
が
複
雑
に
入
り
混
じ
り
あ
っ
た
ア
マ
ル
ガ
ム
は
、
日
本
人
の
心
の
風
景
で
あ
り
続
け
た
。
古
く
は
、
中
国

の
歴
史
書
に
な
ら
っ
て
漢
文
で
書
か
れ
た
『
日
本
書
紀
』
の
大
陸
的
世
界
観
が
、
変
体
漢
文
で
書
か
れ
た
『
古
事
記
』
の
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ

ク
な
世
界
観
と
対
立
し
補
い
あ
っ
た
。
本
居
宣
長
は
外
来
的
な
儒
教
の
教
え
を
「
漢か
ら

意ご
こ
ろ」
と
し
て
批
判
し
、
逆
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を

日
本
固
有
の
情
緒
で
あ
る
と
し
て
称た
た

え
、『
古
事
記
』
研
究
に1
い
そ
し
ん
だ
。

そ
の
意
味
で
タ
ウ
ト
の
日
本
論
は
、『
日
本
書
紀
』
vs.
『
古
事
記
』
と
い
う
宣
長
の
二
項
対
立
を
、無
意
識
の
う
ち
に
継
承
し
た
も
の
で
あ
っ

た
。2
彼
は
宣
長
を
読
ん
で
は
い
な
か
っ
た
が
、
意
識
し
な
い
ま
ま
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
受
け
継
ぎ
、
庶
民
文
化
と
も
つ
な
が
る
質
素

な
王
朝
文
化
を
称
賛
し
、
後
に
つ
づ
く
成
金
的
な
武
家
文
化
を
貶お
と
しめ

た
。

日
本
の
建
築
論
の
長
い
歴
史
に
お
い
て
、こ
の
二
項
対
立
は
繰
り
返
さ
れ
た
。
数す

寄き

と
い
う
美
学
を
完
成
さ
せ
た
と
い
わ
れ
る
千
利
休
は
、

規
則
正
し
く
柱
が
立
ち
並
ぶ
、
書
院
造
の
シ
ス
テ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
固
い
形
式
を
批
判
し
、
貧
し
く
飾
ら
な
い
民
家
を
賛
美
し
た
。「
も
の
の

あ
は
れ
」
の
延
長
上
に
、
庶
民
的
で
や
わ
ら
か
い
数
寄
の
美
学
が
生
ま
れ
た
。

明
治
以
降
も
、
こ
の
手
の
二
項
対
立
型
の
排
他
的
な
日
本
論
は
、
手
を
替
え
品
を
替
え
繰
り
返
さ
れ
た
。3「
漢
意
」
と
「
も
の
の
あ
は
れ
」

の
一
方
が
賛
美
さ
れ
、
一
方
は
貶
め
ら
れ
た
。
明
治
に
西
欧
の
建
築
教
育
を4
範
と
し
て
、
富
国
強
兵
の
た
め
の
工
学
教
育
の
中
心
地
と
し

て
創
立
さ
れ
た
東
京
大
学
の
建
築
学
科
に
お
い
て
は
、
国
家
と
深
く
結
び
つ
い
た
奈
良
の
古
い
寺
社
建
築
の
み
が
重
視
さ
れ
、「
も
の
の
あ

一
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は
れ
」
を
代
表
す
る
茶
室
は
個
人
的
で
趣
味
的
な
る
も
の
と
し
て
、
研
究
の
対
象
と
す
る
こ
と
さ
え
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。
一
九
二
〇
年

設
立
の
京
都
大
学
建
築
学
科
の
基
礎
を
築
い
た
と
い
わ
れ
る
建
築
家
武た
け

田だ

五ご

一い
ち

（
一
八
七
二
│
一
九
三
八
）
は
、
自
ら
は
東
大
出
身
で
あ
っ

た
が
、
東
大
の
歴
史
観
に
異
を
唱
え
て
茶
室
研
究
を
奨
励
し
、
不
規
則
な
も
の
、
個
人
的
な
る
も
の
を
重
要
視
す
る
新
し
い
建
築
教
育
を
、

京
都
の
地
で
創
始
し
た
。

た
だ
し
東
大
建
築
学
科
で
教
き
よ
う

鞭べ
ん

を
と
っ
て
い
た
僕
の
立
場
か
ら
ひ
と
言
付
け
加
え
さ
せ
て
も
ら
え
ば
、
お
雇
い
外
国
人
の
ジ
ョ
サ
イ
ア
・

コ
ン
ド
ル
（
一
八
五
二
│
一
九
二
〇
）
を
中
心
と
す
る
、
西
欧
建
築
の
教
育
機
関
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
工
部
大
学
校
（
後
の
東
京
大
学
）

建
築
学
科
に
は
、
伊い

東と
う

忠ち
ゅ
う

太た

（
一
八
六
七
│
一
九
五
四
）
と
い
う
反
逆
者
が
い
た
。
伊
東
は
、
コ
ン
ド
ル
を
筆
頭
と
し
た
西
欧
建
築
中
心

の
「
漢
意
」
体
制
の
中
で
日
本
建
築
史
を
は
じ
め
て
教
え
、
自
ら
も
築
地
本
願
寺
（
一
九
三
四
）
に
代
表
さ
れ
る
、5
日
本
vs.
西
欧
と
い
う

分
類
さ
え
も
嘲
笑
す
る
よ
う
な
独
創
的
建
築
を
設
計
し
た
。

伊
東
は
法
隆
寺
が
日
本
最
古
の
寺
院
建
築
で
あ
る
こ
と
を
実
証
的
に
示
し
、
さ
ら
に
法
隆
寺
の
柱
の
中
心
部
の
膨
ら
み
が
、
古
代
ギ
リ

シ
ャ
建
築
の
エ
ン
タ
シ
ス
に
由
来
す
る
と
い
う
説
を
唱
え
て
（
一
八
九
三
）、
建
築
界
を
超
え
た
広
い
反
響
を
得
た
。
伊
東
は
何
の
具
体
的

根
拠
も
示
さ
ず
に
突
如
、
こ
の
エ
ン
タ
シ
ス
説
を
発
表
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
々
は
こ
の
珍
説
に
飛
び
つ
い
た
の
で
あ
る
。
武
田

五
一
に
通
じ
る
京
都
の
和わ

辻つ
じ

哲て
つ

郎ろ
う

の
『
古
寺
巡
礼
』（
一
九
一
九
）
で
紹
介
さ
れ
た
こ
と
で
、
伊
東
の
珍
説
は
専
門
家
を
超
え
て
、
人
々
を

興
奮
さ
せ
た
。

伊
東
、
和
辻
は
西
欧
世
界
の
コ
ア
中
の
コ
ア
で
あ
る
パ
ル
テ
ノ
ン
と
法
隆
寺
を
突
然
つ
な
げ
る
こ
と
で
、
日
本
建
築
に
光
を
当
て
た
。

タ
ウ
ト
は
桂
離
宮
、
伊
勢
神
宮
を
ギ
リ
シ
ャ
の
パ
ル
テ
ノ
ン
に
通
じ
る
傑
作
と
断
じ
た
が
、
伊
東
は
タ
ウ
ト
の
は
る
か
前
に
、
法
隆
寺
の

円
柱
と
パ
ル
テ
ノ
ン
の
円
柱
を
強
引
に
結
び
つ
け
、西
欧
に
学
ぶ
こ
と
を
強
要
さ
せ
ら
れ
て
い
た6
日
本
人
の
鬱
屈
を
、一
挙
に
解
き
放
っ
た
。

そ
の
よ
う
に
し
て7
日
本
建
築
は
、
西
欧
人
か
ら
は
自
分
探
し
の
鏡
と
し
て
、
日
本
人
か
ら
は
自
己
肯
定
の
材
料
と
し
て
、
た
び
た
び
光

を
当
て
ら
れ
、
一
種
の
精
神
安
定
剤
と
し
て
し
ば
し
ば
利
用
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
西
欧
に
限
界
を
感
じ
た
不
遇
の
西
欧
人
の
フ
ラ
ス
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ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
、
西
欧
の
輸
入
に
不
満
と
屈
辱
を
感
じ
た
日
本
人
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
と
が
響
き
あ
い
、
熱
く
盛
り
上
が
る
。
タ

ウ
ト
と
伊
東
忠
太
は
、西
欧
化
が
も
た
ら
す
大
き
な
社
会
的
ス
ト
レ
ス
の
も
と
、同
型
の
心
理
的
仕
掛
け
を
用
い
て
西
欧
と
日
本
を
つ
な
ぎ
、

西
欧
化
に
疲
れ
た
日
本
人
の
喝
采
を
浴
び
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
「
日
本
発
見
」
の
あ
と
で
、8
伊
東
と
タ
ウ
ト
は
、
そ
の
喝
采
の
責
任
を
と
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
日
本
と
ギ
リ
シ
ャ
を
つ

な
ぐ
中
間
項
を
探
る
旅
に
で
た
。
伊
東
は
、
留
学
先
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
し
か
認
め
な
い
と
い
う
当
時
の
明
治
政
府
の
方
針
に
反
し
て
、
中
国
、

イ
ン
ド
、
ト
ル
コ
へ
と
旅
し
、
さ
ら
に
ア
ジ
ア
へ
の
調
査
旅
行
を
敢
行
し
た
。
タ
ウ
ト
は
日
本
滞
在
の
後
ト
ル
コ
に
移
り
、
ト
ル
コ
大
学

で
教
鞭
を
と
っ
て
、
日
本
風
の
八
角
屋
根
の
載
っ
た
不
思
議
な
自
邸
を
ボ
ス
ポ
ラ
ス
海
峡
の
見
え
る
丘
の
上
に
設
計
し
、
日
本
と
西
欧
と

の
中
間
項
の
具
体
化
に
挑
み
な
が
ら
、
そ
の
志
半
ば
で
、
八
角
堂
を
残
し
て
ト
ル
コ
に
客
死
し
た
。

和
辻
、
武
田
に
代
表
さ
れ
る
反
中
心
的
な
京
都
の
空
気
の
中
で
生
ま
れ
た
日
本
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
が
、
左0

の
タ
ウ
ト
を
日

本
に
招
待
し
、
タ
ウ
ト
が
彼
ら
の
案
内
で
桂
離
宮
を
訪
れ
た
こ
と
は
一
種
の
歴
史
の
必
然
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
フ
ォ
ル
マ

リ
ズ
ム
と
は
な
じ
ま
な
か
っ
た
ウ
ィ
ー
ン
の
ヨ
ゼ
フ
・
ホ
フ
マ
ン
の
下
で
学
ん
だ
建
築
家
、
上う
え

野の

伊い

三さ
ぶ

郎ろ
う

（
一
八
九
二
│
一
九
七
二
）
を

中
心
と
す
る
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
建
築
会
の
、
反
中
心
的
で
反
「
漢
意
」
的
な
空
気
が
ナ
チ
ス
を
追
わ
れ
た
左0

の
タ
ウ
ト
と
共
鳴
し
た

の
で
あ
る
。
そ
の
共
鳴
が
、
最
終
的
に
は
タ
ウ
ト
を
中
間
項
の
追
究
へ
と
向
か
わ
せ
た
。　

（
隈
研
吾
『
日
本
の
建
築
』
よ
り
）

（
注
）
○ 

タ
ウ
ト

―
ブ
ル
ー
ノ
・
タ
ウ
ト
。
東
プ
ロ
イ
セ
ン
、
ケ
ー
ニ
ヒ
ス
ベ
ル
ク
生
ま
れ
の
建
築
家
。
初
期
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
建
築
の
リ
ー
ダ
ー
で
、「
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
巨
匠
」
と
し
て
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
と
並
び
称
さ
れ
た
。

○
ア
マ
ル
ガ
ム

―
水
銀
と
他
の
金
属
と
の
合
金
の
総
称
。「
混
合
物
」
一
般
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。

○
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク

―
家
庭
内
の
、
国
内
の
、
国
産
の
。
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○ 

エ
ン
タ
シ
ス

―
上
方
が
細
く
な
る
円
柱
の
中
ほ
ど
に
つ
け
た
わ
ず
か
な
ふ
く
ら
み
。
視
覚
上
の
安
定
感
を
与
え
る
た
め
に
施
す
。
ギ
リ
シ
ア
・
ロ
ー
マ
・

ル
ネ
サ
ン
ス
建
築
の
柱
に
用
い
ら
れ
た
。

○
左0

―
急
進
主
義
を
「
左
翼
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
「
左
」
と
表
現
し
て
い
る
。

○
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム

―
一
九
一
〇
年
代
か
ら
二
〇
年
代
末
に
か
け
て
、
ロ
シ
ア
の
文
学
研
究
者
や
言
語
研
究
者
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
た
文
学
・
芸
術
運
動
。

問
1　

傍
線
部
1
「
い
そ
し
ん
だ
」
と
あ
る
が
、「
い
そ
し
む
」
を
使
っ
た
文
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら

一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

パ
ン
の
販
売
を
始
め
た
の
で
宣
伝
活
動
に
い
そ
し
ん
だ
。

②　

子
供
達
が
い
そ
し
む
公
園
を
整
備
し
た
。

③　

自
分
が
好
き
な
ア
ニ
メ
の
イ
ベ
ン
ト
に
い
そ
し
ん
で
出
か
け
た
。

④　

定
年
後
も
夫
は
一
年
中
何
か
と
い
そ
し
ん
で
い
る
。

⑤　

歌
舞
伎
の
幕
間
に
好
き
な
お
弁
当
を
い
そ
し
ん
だ
。

問
2　

傍
線
部
2
「
彼
は
宣
長
を
読
ん
で
は
い
な
か
っ
た
が
、
意
識
し
な
い
ま
ま
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」
を
受
け
継
ぎ
」
と
あ
る
が
、
タ

ウ
ト
が
、
宣
長
の
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
近
い
考
え
方
を
し
て
い
る
理
由
は
何
か
。
本
文
全
体
を
ふ
ま
え
、
最
も
適
切
な
も
の
を
次

の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

宣
長
に
影
響
を
受
け
た
平
田
篤あ
つ

胤た
ね

の
著
し
た
本
を
多
く
読
ん
で
い
た
か
ら
。

②　

宣
長
を
と
り
ま
く
状
況
と
タ
ウ
ト
を
と
り
ま
く
状
況
と
が
対
照
的
だ
っ
た
か
ら
。

③　

西
欧
の
限
界
を
感
じ
て
い
た
タ
ウ
ト
が
、
反
「
漢
意
」
的
な
も
の
に
共
鳴
し
て
い
た
か
ら
。
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④　

タ
ウ
ト
は
自
国
の
伝
統
文
化
の
中
に
、
自
分
自
身
の
心
の
風
景
を
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
か
ら
。

⑤　

タ
ウ
ト
の
西
洋
中
心
主
義
と
宣
長
の
日
本
中
心
主
義
と
が
重
な
り
合
っ
て
い
た
か
ら
。

問
3　

傍
線
部
3
「「
漢
意
」
と
「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
一
方
が
賛
美
さ
れ
、一
方
は
貶
め
ら
れ
た
」
と
あ
る
が
、次
の
ア
〜
オ
の
中
で
、「
漢

意
」
の
側
に
た
つ
も
の
は 

① 

を
、「
も
の
の
あ
は
れ
」
の
側
に
た
つ
も
の
は 

② 

を
マ
ー
ク
せ
よ
。

ア　

上
野
伊
三
郎　
　

イ　

コ
ン
ド
ル　
　

ウ　

東
京
大
学
の
建
築
学
科　
　

エ　

武
田
五
一　
　

オ　

本
居
宣
長

問
4　

傍
線
部
4
「
範
」
と
入
れ
替
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

0

0

0

0

語
を
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

模
範　
　

②　

手
本　
　

③　

ひ
な
型　
　

④　

モ
デ
ル　
　

⑤　

範
囲

問
5　

傍
線
部
5
「
日
本
vs.
西
欧
と
い
う
分
類
さ
え
も
嘲
笑
す
る
よ
う
な
独
創
的
建
築
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
建
築
と
と
ら
え
れ
ば

よ
い
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の 

① 
〜 
⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

日
本
建
築
も
西
欧
建
築
も
否
定
す
る
よ
う
な
建
築
。

②　

日
本
建
築
に
西
欧
建
築
の
い
い
点
を
と
り
こ
ん
だ
建
築
。

③　

日
本
と
西
欧
の
い
い
点
を
そ
れ
ぞ
れ
と
り
こ
ん
だ
建
築
。

④　

日
本
、
西
欧
以
外
の
地
域
の
建
築
の
要
素
を
と
り
い
れ
た
建
築
。

⑤　

日
本
、
西
欧
と
二
項
対
立
的
に
分
け
る
こ
と
を
超
え
た
建
築
。
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問
6　

傍
線
部
6
「
日
本
人
の
鬱
屈
を
、
一
挙
に
解
き
放
っ
た
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

伊
東
忠
太
の
説
が
、
タ
ウ
ト
の
説
よ
り
も
説
得
力
が
あ
っ
た
か
ら
。

②　

伊
東
忠
太
の
説
が
、
専
門
家
を
超
え
て
世
界
中
の
人
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た
か
ら
。

③　

伊
東
忠
太
の
説
が
、
こ
れ
ま
で
の
日
本
建
築
の
低
迷
ぶ
り
を
人
々
に
意
識
さ
せ
た
か
ら
。

④　

伊
東
忠
太
の
説
が
、
提
示
さ
れ
た
一
八
九
三
年
は
、
日
本
が
戦
争
状
態
に
あ
っ
た
か
ら
。

⑤　

伊
東
忠
太
の
説
が
、
日
本
が
西
欧
に
学
ば
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
時
期
に
提
示
さ
れ
た
か
ら
。

問
7　

傍
線
部
7
「
日
本
建
築
は
、
西
欧
人
か
ら
は
自
分
探
し
の
鏡
と
し
て
、
日
本
人
か
ら
は
自
己
肯
定
の
材
料
と
し
て
、
た
び
た
び
光

を
当
て
ら
れ
」
と
あ
る
が
、
西
欧
人
が
日
本
建
築
を
「
自
分
探
し
の
鏡
」
と
す
る
と
い
う
の
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
切
な

も
の
を
、
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

① 　

古
代
ギ
リ
シ
ャ
建
築
が
法
隆
寺
の
建
築
に
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
の
中
に
は
西
欧
が
溶
け
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
。

②　

西
欧
文
明
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い
日
本
が
、
西
欧
文
明
の
ル
ー
ツ
を
考
え
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
こ
と
。

③　

西
欧
に
限
界
を
感
じ
た
西
欧
人
が
、
西
欧
を
と
ら
え
る
た
め
の
材
料
と
し
て
日
本
を
み
る
と
い
う
こ
と
。

④　

西
欧
の
根
源
的
な
も
の
を
、
西
欧
の
内
部
に
見
出
す
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
。

⑤　

西
欧
建
築
よ
り
も
す
ぐ
れ
た
建
築
が
日
本
に
は
古
く
か
ら
あ
る
と
い
う
こ
と
。
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問
8　

傍
線
部
8
「
伊
東
と
タ
ウ
ト
は
、
そ
の
喝
采
の
責
任
を
と
る
か
の
よ
う
に
し
て
」
と
あ
る
が
、
ど
の
よ
う
な
責
任
か
。
最
も
適
切

な
も
の
を
、
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

日
本
の
建
築
を
パ
ル
テ
ノ
ン
の
上
位
に
置
い
た
責
任
。

②　

ア
ジ
ア
の
文
化
的
価
値
を
調
査
し
て
い
な
か
っ
た
責
任
。

③　

根
拠
も
示
さ
ず
に
日
本
の
建
築
を
パ
ル
テ
ノ
ン
と
結
び
つ
け
、
人
々
に
影
響
を
与
え
た
責
任
。

④　

伊
東
の
主
張
も
タ
ウ
ト
の
主
張
も
心
理
的
仕
掛
け
に
す
ぎ
な
い
こ
と
の
責
任
。

⑤　

西
欧
の
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
を
、「
珍
説
」
に
よ
っ
て
解
消
し
て
し
ま
っ
た
責
任
。

問
9　

次
の
ア
〜
オ
に
つ
い
て
、
こ
の
文
章
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
に
は 

①
、
合
致
し
な
い
も
の
に
は 

② 

を
マ
ー
ク
せ
よ
。

ア　

日
本
の
外
の
文
化
を
意
識
す
る
こ
と
が
日
本
文
化
の
特
徴
の
一
つ
と
い
え
る
。

イ　

日
本
建
築
は
、
日
本
人
の
自
己
肯
定
の
た
め
に
使
わ
れ
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。

ウ　

明
治
以
降
は
、
西
欧
文
明
が
流
入
し
て
き
た
た
め
に
、
二
項
対
立
的
な
考
え
方
が
強
く
な
っ
た
。

エ　

伊
東
忠
太
は
、
日
本
建
築
に
光
を
当
て
る
よ
う
な
説
を
唱
え
た
。

オ　

タ
ウ
ト
は
二
項
対
立
的
な
考
え
方
を
避
け
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
結
局
は
そ
こ
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
。
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
設
問
に
答
え
よ
。〔
40
点
〕

体
を
覆
っ
て
い
た
不
快
な
粘
液
が
洗
い
流
さ
れ
て
い
く
。

孵ふ

化か

し
た
ば
か
り
の
ヒ
ヨ
コ
が
ね
っ
と
り
と
濡
れ
て
い
る
と
知
っ
た
と
き
、
少
し
失
望
し
た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
あ
の
硬
質
な
殻
の

中
か
ら
出
て
く
る
ヒ
ヨ
コ
で
す
ら
、
生
物
と
し
て
の
湿
り
気
と
無
縁
で
は
い
ら
れ
な
い
の
だ
。

髪
の
毛
を
拭
き
な
が
ら
、
廊
下
の
電
気
の
ス
イ
ッ
チ
に
手
を
伸
ば
し
た
。
電
気
は
点つ

か
な
か
っ
た
。
何
度
か
試
し
た
け
れ
ど
、
廊
下
は

暗
い
ま
ま
だ
。
洗
面
所
か
ら
漏
れ
る
四
角
く
白
い
光
の
中
で
、
私
の
影
が
壁
に
ぶ
つ
か
っ
て
奇
妙
な
形
に
ね
じ
曲
が
っ
て
い
た
。

最
後
に
こ
の
電
球
を
替
え
た
の
は
母
だ
っ
た
。
一
時
退
院
し
て
き
た
母
は
、
家
の
中
の
細
々
し
た
こ
と
を
点
検
し
た
。
テ
レ
ビ
の
上
に

積
も
っ
た
埃ほ
こ
り

を
拭
き
、
つ
ま
り
気
味
だ
っ
た
台
所
の
排
水
管
に
液
体
状
の
薬
品
を
流
し
入
れ
、
父
の
ワ
イ
シ
ャ
ツ
に
ア
イ
ロ
ン
を
か
け
直

し
た
。
そ
し
て
、「
な
ゆ
ち
ゃ
ん
と
お
父
さ
ん
は
、
私
が
い
な
い
と
本
当
に
駄
目
な
ん
だ
か
ら
」
と
言
っ
て
笑
っ
た
。
私
も
、「
そ
う
だ
ね
」

と
笑
っ
た
が
、

A

。
父
と
私
は
、
母
が
い
な
い
生
活
に
も
そ
れ
な
り
に
慣
れ
、
居
心
地
よ
く
日
々
を
送
っ
て
い
た
。
テ
レ
ビ
に
埃
が

積
も
っ
て
も
、
流
し
が
つ
ま
り
気
味
で
も
、
ワ
イ
シ
ャ
ツ
に
ち
ょ
っ
と
皺し
わ

が
寄
っ
て
い
て
も
、
べ
つ
に
気
に
も
な
ら
な
か
っ
た
。

私
の
制
止
も
聞
か
ず
に
、
母
は
一
日
か
け
て 
B

 
と
、
疲
れ
た
の
か
リ
ビ
ン
グ
の
ソ
フ
ァ
に
座
っ
た
。
久
し
ぶ
り
に
母
の
い
る
部

屋
の
風
景
に
、1
私
は
も
じ
も
じ
と
し
て
リ
ビ
ン
グ
の
入
り
口
に
立
っ
て
い
た
。

「
学
校
お
休
み
さ
せ
ち
ゃ
っ
て
、
な
ゆ
ち
ゃ
ん
に
は
悪
か
っ
た
わ
ね
」

「
堂
々
と
休
め
て
私
は
嬉
し
い
け
ど
」

「
そ
う
？
」

母
の
声
に
力
が
な
か
っ
た
の
で
、
私
は
急
い
で
話
題
を
変
え
た
。

「
お
兄
ち
ゃ
ん
遅
い
な
。
も
う
帰
っ
て
き
て
も
い
い
こ
ろ
な
の
に
」

二
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そ
う
言
っ
て
何
気
な
く
廊
下
の
電
気
の
ス
イ
ッ
チ
に
触
れ
た
ら
、
電
球
が
切
れ
て
い
た
。
そ
う
い
え
ば
何
日
か
前
か
ら
点
か
な
く
な
っ

て
い
た
が
、
父
も
私
も
放
っ
て
お
い
た
の
だ
。

「
あ
ら
、
電
球
切
れ
て
る
の
」

母
は
目
ざ
と
く
気
が
つ
い
て
、
ソ
フ
ァ
か
ら
立
ち
上
が
っ
た
。

「
私
が
や
る
よ
」

椅
子
を
運
ぼ
う
と
す
る
母
を
慌
て
て
止
め
た
。
私
が
椅
子
を
運
び
、新
し
い
電
球
を
戸
棚
か
ら
出
す
の
を
、母
は
じ
っ
と
見
つ
め
て
い
た
。

そ
し
て
私
が
椅
子
に
上
ろ
う
と
す
る
の
を
、「
落
ち
た
ら
大
変
だ
か
ら
」
と
押
し
と
ど
め
た
。

「
な
ゆ
ち
ゃ
ん
は
お
母
さ
ん
が
い
な
い
と
駄
目
ね
」

母
は
も
う
一
度
そ
う
い
っ
た
。
そ
の
声
は
静
か
で
、感
想
を
述
べ
て
い
る
の
と
も
、私
に
念
押
し
を
し
て
い
る
の
と
も
違
う
よ
う
だ
っ
た
。

人
に
呪
い
を
か
け
る
と
き
、
も
し
か
し
た
ら
あ
ん
な
声
音
と
抑
揚
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
私
を
構
成
し
て
い
る
小
さ
な
粒
。
そ
の
粒

の
微
細
な
波
動
を
な
ぞ
る
よ
う
に
し
て
、2
母
の
乾
い
た
声
は
私
の
膚は
だ

の
下
に
も
ぐ
り
こ
ん
だ
。

私
は
母
の
静
け
さ
に
押
し
切
ら
れ
る
よ
う
に
し
て
場
所
を
譲
り
、
電
球
を
取
り
替
え
て
い
る
母
の
乗
る
椅
子
を
支
え
た
。

夕
方
と
い
う
に
は
遅
い
時
間
に
な
っ
て
、
前
後
す
る
よ
う
に
兄
と
父
が
帰
っ
て
き
た
。
私
た
ち
は
近
所
に
あ
る
小
さ
な
レ
ス
ト
ラ
ン
に

行
っ
た
。
兄
は
大
学
で
の
生
活
と
慣
れ
な
い
一
人
暮
ら
し
の
様
子
を
面
白
お
か
し
く
語
っ
て
き
か
せ
、
母
と
私
は
笑
っ
て
、
う
ま
く
料
理

を
食
べ
ら
れ
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
父
は
珍
し
く
、
兄
に
つ
き
あ
っ
て
少
し
ア
ル
コ
ー
ル
に
口
を
つ
け
た
。
父
と
兄
の
皿
が
空
に
近
づ
い
て

い
る
の
を
見
て
、
私
も
急
い
で
料
理
を
詰
め
こ
ん
だ
。
母
は
、
最
後
ま
で
あ
ま
り
料
理
に
手
を
つ
け
な
か
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
私
た
ち
は

気
が
つ
い
て
い
た
け
れ
ど
、
そ
れ
を
指
摘
す
る
者
は
誰
も
い
な
か
っ
た
。

そ
れ
が
、
家
族
が
揃そ
ろ

っ
て
食
べ
た
最
後
の
夕
食
に
な
っ
た
。

母
は
翌
日
に
は
病
院
に
戻
り
、
長
い
の
か
短
い
の
か
わ
か
ら
な
い
何
度
目
か
の
入
院
の
の
ち
、
四
十
八
日
前
に
死
ん
だ
。
す
ぐ
に
焼
か
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れ
て
灰
に
な
り
、そ
れ
は
何
の
変
哲
も
な
い
墓
石
の
下
に
収
め
ら
れ
た
。
葬
式
は
し
な
か
っ
た
。
お
経
も
上
げ
な
か
っ
た
し
、戒
名
も
な
い
。

父
は
い
っ
さ
い
を
迷
い
な
く
執
り
行
い
、
兄
と
私
を
連
れ
て
、
墓ぼ

苑え
ん

管
理
者
の
立
ち
会
い
の
も
と
、
母
を
埋
葬
し
た
。
父
と
母
の
あ
い
だ
で
、

か
ね
て
か
ら
死
後
の
段
取
り
が
決
め
ら
れ
て
い
た
ら
し
い
こ
と
を
、
そ
の
と
き
初
め
て
私
は
察
し
た
。

父
は
立
ち
上
が
り
、
振
り
返
っ
て
墓
石
を
背
に
私
た
ち
に
向
き
直
っ
た
。

「
お
母
さ
ん
は
死
ん
だ
」

と
父
は
言
っ
た
。
兄
は
ま
た
少
し
泣
き
、
私
は
何
日
間
か
泣
き
ど
お
し
で
腫
れ
て
し
ま
っ
た
ま
ぶ
た
を
重
く
し
ば
た
た
い
た
。
父
は
墓

苑
の
人
に
礼
を
言
う
と
、
私
た
ち
の
脇
を
す
り
抜
け
て
さ
っ
さ
と
歩
い
て
い
っ
て
し
ま
っ
た
。
管
理
人
は
あ
っ
け
に
取
ら
れ
た
よ
う
に
、

墓
の
前
に
立
っ
て
い
る
私
た
ち
と
父
と
を
見
比
べ
て
い
た
。

体
よ
く
管
理
人
を
追
い
払
い
、
兄
と
私
は
縁
石
に
腰
を
下
ろ
し
た
。
お
互
い
に
、
父
を
一
人
に
し
て
お
こ
う
と
思
っ
て
い
る
こ
と
が
感

じ
取
れ
て
い
た
。
兄
は
煙
草
に
火
を
点
け
、
立
ち
上
が
っ
て
風
下
に
移
動
す
る
と
、
ま
た
座
っ
た
。
私
た
ち
は
し
ば
ら
く
黙
っ
て
い
た
。

足
も
と
を
蟻
が
歩
い
て
い
た
。
口
に
は
、
ど
こ
か
に
供
え
ら
れ
て
い
た
菓
子
の
小
さ
な
欠か
け
ら片

を
し
っ
か
り
と
く
わ
え
て
い
る
。
う
つ
む
く

と
な
お
さ
ら
重
い
ま
ぶ
た
に
邪
魔
さ
れ
な
が
ら
、
ピ
ン
ク
色
の
菓
子
を
運
ん
で
い
る
蟻
を
目
で
追
っ
た
。

「
そ
ろ
そ
ろ
行
こ
う
か
」

墓
石
を
眺
め
な
が
ら
ゆ
っ
く
り
と
煙
草
を
二
本
吸
い
終
え
た
兄
は
言
っ
た
。
兄
の
背
後
に
、
梅
雨
も
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
る
晴
れ
た
空

が
広
が
っ
て
い
た
。

父
は
駐
車
場
に
停
め
た
車
の
中
で
、
ハ
ン
ド
ル
に
手
を
か
け
て
運
転
し
て
い
る
時
の
よ
う
に
ま
っ
す
ぐ
な
姿
勢
で
座
っ
て
い
た
。
窓
は

全
部
開
け
ら
れ
て
い
た
。
父
は
私
た
ち
の
姿
を
認
め
る
と
、
エ
ン
ジ
ン
を
か
け
、
窓
を
閉
め
て
エ
ア
コ
ン
を
作
動
さ
せ
た
。
後
部
座
席
に

乗
り
こ
ん
だ
兄
と
私
に
、
父
は
、「
も
う
い
い
の
か
」
と
聞
い
た
。3
お
父
さ
ん
こ
そ
、
と
思
っ
た
が
私
は
黙
っ
て
う
な
ず
い
た
。

「
じ
ゃ
あ
帰
ろ
う
」
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と
父
は
言
い
、
私
た
ち
は
墓
地
を
後
に
し
て
山
を
下
っ
た
。

母
が
死
ん
で
も
、
そ
れ
ま
で
の
父
と
二
人
の
生
活
に
は
あ
ま
り
影
響
が
な
か
っ
た
か
ら
、
私
は
時
々
、
母
が
死
ん
だ
こ
と
を
忘
れ
て
し

ま
う
。
最
近
で
は
母
が
い
た
こ
と
す
ら
、
幻
か
昨
日
見
た
夢
の
よ
う
に
不
確
か
な
気
が
し
て
き
た
。

だ
が
、
こ
う
し
て
電
気
の
点
か
な
く
な
っ
た
廊
下
に
た
た
ず
む
と
、
母
が
も
う
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
、
気
配
す

ら
も
薄
ら
ぎ
つ
つ
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
、
身
の
内
に
雪
の
よ
う
に
静
か
に
降
り
つ
も
る
。

入
院
し
が
ち
で
、
母
は
こ
の
家
に
は
あ
ま
り
い
な
か
っ
た
。
ま
だ
死
ん
で
一
ヶ
月
半
ほ
ど
だ
と
い
う
の
に
、
母
の
痕
跡
は
こ
の
家
か
ら

急
速
に
消
え
去
り
つ
つ
あ
る
。4
今
ま
た
一
つ
、
母
が
こ
の
家
で
生
き
て
動
い
て
い
た
証
が
消
え
た
。
消
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
か
に
こ

こ
に
母
が
い
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
私
に
知
ら
し
め
る
こ
の 

C

。

母
は
夢
で
も
幻
で
も
な
く
存
在
し
、
こ
こ
に
住
む
父
と
私
の
た
め
に
電
球
を
取
り
替
え
た
。
そ
し
て
死
ん
だ
。
も
う
会
え
な
い
。
悲
し

く
な
っ
て
、
私
は
少
し
泣
い
て
し
ま
っ
た
。
母
の
痕
跡
が
消
え
る
た
び
に
私
は
泣
い
た
。
消
失
に
よ
っ
て
し
か
死
を
確
認
で
き
な
い
自
分

が
悲
し
く
て
泣
い
た
。

母
の
呼
吸
が
消
え
て
泣
い
た
。
肉
体
が
消
え
て
泣
い
た
。
肉
体
を
構
成
し
て
い
た
も
の
の
残ざ
ん

滓し

が
土
の
中
に
消
え
て
泣
い
た
。
母
の
痕

跡
は
ど
ん
ど
ん
小
さ
く
な
っ
て
い
き
、今
で
は
廊
下
の
電
球
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。そ
の
う
ち
痕
跡
は
気
が
つ
か
な
い
ほ
ど
に
小
さ
く
な
り
、

私
は
涙
を
流
す
こ
と
も
な
く
な
る
の
だ
ろ
う
。

消
失
に
気
づ
け
な
い
ほ
ど
の
消
失
。
そ
れ
は
最
初
か
ら
無
か
っ
た
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
の
か
？

冷
蔵
庫
か
ら
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
を
取
り
だ
し
、
コ
ッ
プ
に
注
ぐ
の
が
面
倒
で
直
接
口
を
つ
け
て
茶
を
飲
ん
だ
。
扇
風
機
に
当
た
り
な
が
ら

ニ
ュ
ー
ス
番
組
を
見
る
。
白
い
レ
ー
ス
の
カ
ー
テ
ン
が
船
の
帆
み
た
い
に
膨
ら
み
、
わ
ず
か
な
時
間
そ
の
ま
ま
静
止
し
、
急
速
に
し
ぼ
ん

で
網
戸
に
張
り
つ
い
た
。

（
三
浦
し
を
ん
『
秘
密
の
花
園
』
よ
り
）
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問
1　

空
欄 

A

 

に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

父
は
笑
わ
な
か
っ
た

②　

内
心
恥
ず
か
し
か
っ
た

③　

泣
き
そ
う
だ
っ
た

④　

そ
れ
は
嘘
だ
っ
た

⑤　

寂
し
さ
も
感
じ
た

問
2　

空
欄 

B

 

に
当
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

家
を
徹
底
的
に
無
機
質
に
磨
き
上
げ
る

②　

家
を
家
族
の
好
み
に
合
わ
せ
て
整
え
る

③　

家
を
自
分
の
満
足
の
い
く
状
態
に
す
る

④　

家
か
ら
自
ら
の
生
の
痕
跡
を
消
し
去
る

⑤　

家
族
が
占
領
し
て
い
た
家
を
取
り
戻
す
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問
3　

傍
線
部
1
に
つ
い
て
、私
は
な
ぜ「
も
じ
も
じ
と
し
て
」い
た
の
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、

そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

体
調
が
悪
い
の
に
立
ち
働
い
て
い
る
母
が
心
配
だ
っ
た
が
、
口
を
出
す
の
も
悪
い
気
が
し
た
か
ら
。

②　

し
ば
ら
く
離
れ
て
い
た
母
に
思
い
切
り
甘
え
た
か
っ
た
が
、
少
し
気
恥
ず
か
し
く
も
あ
っ
た
か
ら
。

③　

不
在
だ
っ
た
母
が
家
で
普
通
に
家
事
を
す
る
と
い
う
状
態
に
慣
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
か
ら
。

④　

母
が
い
な
い
あ
い
だ
、
い
い
加
減
な
生
活
態
度
を
し
て
い
た
こ
と
を
申
し
訳
な
い
と
思
っ
た
か
ら
。

⑤　

そ
の
ま
ま
で
も
平
気
な
の
に
、
余
計
な
家
事
を
す
る
母
に
苛い
ら

立だ

ち
を
覚
え
、
迷
惑
に
感
じ
た
か
ら
。

問
4　

傍
線
部
2
「
母
の
乾
い
た
声
は
私
の
膚は
だ

の
下
に
も
ぐ
り
こ
ん
だ
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

自
分
の
存
在
価
値
や
存
在
意
義
を
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る
母
の
傲
慢
さ
が
私
を
内
側
か
ら
蝕む
し
ばん
だ
と
い
う
こ
と
。

②　

自
身
の
生
の
意
味
を
問
う
か
の
よ
う
な
母
の
こ
と
ば
が
私
の
心
身
に
否
応
な
く
刻
み
つ
け
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
。

③　

日
常
の
営
み
の
中
に
自
分
の
痕
跡
を
娘
に
残
そ
う
と
す
る
母
の
願
い
が
か
え
っ
て
私
を
傷
つ
け
た
と
い
う
こ
と
。

④　

私
の
自
立
や
自
由
を
妨
げ
よ
う
と
す
る
呪
い
の
よ
う
な
母
の
こ
と
ば
が
私
の
身
心
に
し
み
渡
っ
た
と
い
う
こ
と
。

⑤　

死
に
ゆ
く
者
の
悲
し
み
が
生
き
て
い
る
者
を
拘
束
す
る
こ
と
の
残
酷
さ
を
私
が
思
い
知
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
。
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問
5　

傍
線
部
3
に
つ
い
て
、
私
は
な
ぜ
「
お
父
さ
ん
こ
そ
」
と
思
っ
た
の
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ

選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

父
が
思
い
の
外
、
母
の
死
を
悲
し
ん
で
い
な
い
様
子
を
見
せ
た
こ
と
を
不
思
議
に
思
っ
た
か
ら
。

②　

母
の
埋
葬
を
て
き
ぱ
き
と
進
め
る
父
が
ま
だ
本
当
に
は
母
の
死
を
悼
む
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
こ
と
を
心
配
し
た
か
ら
。

③　

早
々
に
母
の
墓
地
か
ら
去
ろ
う
と
す
る
冷
静
な
父
の
姿
に
娘
と
し
て
や
や
反
発
を
覚
え
た
か
ら
。

④　

母
の
死
か
ら
目
を
背
け
続
け
て
い
る
父
は
も
っ
と
現
実
と
向
き
合
う
べ
き
だ
と
う
な
が
し
た
か
っ
た
か
ら
。

⑤　

事
務
的
に
母
の
埋
葬
の
手
続
き
を
進
め
る
こ
と
で
悲
し
み
を
紛
ら
わ
そ
う
と
し
て
い
る
父
に
安
心
し
た
か
ら
。

問
6　

傍
線
部
4
に
つ
い
て
、こ
の
場
合
、母
の
「
証
」
と
は
何
を
指
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、

そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。

①　

誰
も
座
っ
て
い
な
い
ソ
フ
ァ　
　

②　

ワ
イ
シ
ャ
ツ
の
皺　
　

③　

つ
ま
り
気
味
の
排
水
管

④　

テ
レ
ビ
の
上
の
埃　
　
　
　
　
　

⑤　

廊
下
の
電
球

問
7　

空
欄 

C

 

に
当
て
は
ま
る
こ
と
ば
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を

マ
ー
ク
せ
よ
。　
　
　
　

①　

現
実　
　
　

②　

矛
盾　
　
　

③　

空
虚　
　
　

④　

錯
覚　
　
　

⑤　

調
和
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問
8　

右
の
文
章
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の 

① 

〜 

⑤ 

の
中
か
ら
一
つ
選
ん
で
、
そ
の
番
号
を
マ
ー
ク
せ
よ
。　

①　

湿
り
気
を
帯
び
た
生
と
無
機
質
な
死
の
二
項
対
立
を
い
く
つ
か
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。

②　

妻
の
死
を
事
務
的
に
淡
々
と
受
け
止
め
る
父
と
、
母
を
恋
い
悲
嘆
に
暮
れ
る
娘
の
対
比
構
造
が
遺
憾
な
く
描
か
れ
て
い
る
。

③　

生
き
た
痕
跡
を
家
事
と
い
う
日
常
的
行
為
を
通
し
て
娘
の
記
憶
に
刻
も
う
と
す
る
母
の
思
い
が
切
々
と
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。

④　

人
が
生
き
た
証
が
そ
の
肉
体
の
消
滅
と
共
に
い
と
も
簡
単
に
消
失
し
て
し
ま
う
不
気
味
さ
が
と
つ
と
つ
と
語
ら
れ
て
い
る
。

⑤　

死
者
の
記
憶
が
次
第
に
薄
れ
て
い
く
悲
し
み
と
喪
失
感
を
電
球
や
ワ
イ
シ
ャ
ツ
な
ど
日
常
の
一
コ
マ
の
中
で
描
い
て
い
る
。




