
平
成
二
十
五
年
度

総
合
問
題
（
文
学
科

日
本
語
日
本
文
学
専
攻
）
解
答
例

（
一
〇
〇
点
）

一

好
奇
心

と
っ
ぴ
ょ
う
し

素
朴

や
つ
ぎ
ば
や

ば
い
か
い

問
一

①

②

③

④

⑤

土
台

能
力

問
二

(1)

(2)

母
語
が
ど
の
よ
う
な
仕
組
み
で
あ
る
の
か
を
あ
る
程
度
理
解
す
る
こ
と
。

問
三

自
転
車
に
乗
っ
て
い
た
の
が
太
郎
で
あ
る
の
か
、
泥
棒
で
あ
る
の
か

問
四

H
e

r
e
a
d
s

t
h
r
e
e

b
o
o
k
s
.

問
五

＊
複
数
、
三
人
称
は
ど
こ
に
使
っ
て
も
か
ま
わ
な
い
。
三
人
称
複
数
に
す
る
こ
と
も
可
。

右
の
例
文
で
他
動
詞
「r

e
a
d
s

」
の
あ
と
に
あ
る
「t

h
r
e
e

b
o
o
k
s

」
が
目
的
語
と
な
り
、

「

」

「

」

。

、

「

」

。

t
h
r
e
e

b
o
o
k
s

の

b
o
o
k
s

が
複
数
と
な
っ
て
い
る

ま
た

主
語
の

H
e

は
三
人
称
と
な
る

教
室
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
英
文
や
和
文
は
比
較
的
構
造
の
単
純
な
も
の
に
限
定
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

問
六

し
ま
い
、
語
彙
も
単
純
な
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
か
ら
。

ビ
ジ
ョ
ン

問
七

(1)

イ
ン
パ
ク
ト
（
シ
ョ
ッ
ク
で
も
可
）

(2)

コ
ン
セ
プ
ト

(3)

ポ
ジ
テ
ィ
ブ
（
ア
グ
レ
ッ
シ
ブ
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
も
可
）

(4)

モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン

(5)母
語
に
よ
る
き
っ
か
け
づ
く
り
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
た
こ
と
ば
へ
の
気
づ
き
は
、
今
度
は
そ
れ
を
使
っ

問
八

て
、
外
国
語
の
学
習
を
容
易
に
す
る
と
い
う
認
識
が
欠
け
て
い
た
か
ら

（
六
九
字
）

。

故

雖

問
九

(1)

意
味
に
従
う
文
字
（
表
意
文
字
）
は
、
そ
の
音
が
わ
か
ら
な
く
て
も
自
然
と
意
味
を
伝
え
る
こ
と

(2)
が
で
き
、
音
に
従
う
文
字
（
表
音
文
字
）
は
、
そ
の
音
が
わ
か
ら
な
い
う
ち
は
そ
の
意
味
を
伝
え
る

こ
と
が
で
き
な
い
。

但
だ
中
文
を
し
て
本
地
の
文
の
如
（
ご
と
）
か
ら
し
め
ば
、
即
ち
之
を
通
ぜ
ざ
る
者
無
し
。

(3)

人
名
の
よ
う
な
固
有
名
詞
を
表
意
文
字
で
表
記
す
る
と
、
表
意
文
字
を
用
い
る
国
に
よ
っ
て
発
音

(4)
が
異
な
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
日
本
で
は
「
き
ん
に
か
く
（
き
ん
じ
か
く

」
と
読
む
。

）

（
一
〇
〇
点
）

二

読
み
か
け
て
途
中
で
や
め
て

影
響
を
受
け
て
（
須
磨
の
巻
に
触
れ
て
創
作
意
欲
を
起
こ

問
一

１

３

し
て
）

大
声
で
歌
っ
て
（
歌
い
さ
わ
い
で
）

聞
こ
え
る

い
っ
そ
う

こ
の
よ
う
な

問
二

ア

イ

ウ

オ

主
語
（
主
格
で
も
可
）

無
生
物
主
語
（
主
語
だ
け
で
も
可
）

問
三

Ａ

Ｂ

形
容
詞

名
詞

形
容
動
詞

形
容
詞

問
四

Ｃ

Ｄ

Ｅ

Ｆ



子
規
と
い
う
俳
号
は
「
時
鳥
」
を
意
味
し
て
お
り
、
時
鳥
＝
正
岡
子
規
と
の
短
い
会
話
と
い
う
気
持
ち

問
五

が
込
め
ら
れ
て
い
る
か
ら

（
五
〇
字
）

。

行
平
の
中
納
言
が

「
関
吹
き
越
ゆ
る
」
と
詠
ん
だ
波
の
寄
る
音
が
、
毎
夜
ま
こ
と
に
間
近
く
聞
こ
え

問
六

、

て＊
波
の
寄
る
音
と
夜
々
（
毎
夜
）
の
懸
詞
が
訳
せ
て
い
る
か

「
げ
に
」
の
意
味
が
わ
か
っ
て
い
る
か
、

、

が
ポ
イ
ン
ト

「
関
吹
き
越
ゆ
る
」
は
訳
し
て
い
て
も
い
な
く
て
も
可
。

。

漱
石
が

『
源
氏
物
語
』
本
文
だ
け
で
な
く
、
紫
式
部
が
本
文
執
筆
の
際
に
参
考
に
し
た
古
歌
ま
で
も

問
七

、

含
め
て
俳
句
を
作
っ
た
よ
う
に
、
古
典
の
原
文
そ
の
も
の
だ
け
で
な
く
そ
の
作
品
の
背
後
に
あ
る
も
う
一

つ
別
の
古
典
を
も
視
野
に
入
れ
て
読
む
こ
と

（
九
八
字
）

。

＊
漱
石
の
俳
句
制
作
の
具
体
例
を
挙
げ
て
い
る
こ
と
。

問
八

え


