
二
〇
二
四
年
度
大
学
院
博
士
後
期
課
程
入
学
試
験
問
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【
問 

題
】
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
以
下
の
問
に
答
え
な
さ
い
。 

 

明
治
時
代
の
文
学
者
た
ち
の
俳
諧
に
対
す
る
態
度
は
二
義
的
で
あ
っ
た
。
い
ま
問
題
に
し
て
い
る
の
は
１

俳
諧
で
あ
っ
て
、
俳
句
で
は

な
い
。
２

「
俳
句
」
と
言
う
概
念−

−
−
−

言
葉
で
は
な
い−

−
−
−

は
正
岡
子
規
が
考
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
の
発
句
、
、
で
は
な
く
、
一、

句
立
て

、
、
、
の
、
お
そ
ら
く
は
世
界
で
最
短
音
節
の
抒
情
詩
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
写
生
」
と
い
う
す
ぐ
れ
て
近
代
的
な
文
学
理
論

と
連
動
し
て
い
る
の
だ
が
、
い
ま
さ
し
あ
た
り
の
問
題
で
は
な
い
。
明
治
時
代
、
文
学
者
た
ち
は
江
戸
末
期
の
雑
俳
流
行
の
延
長
上
に
あ

っ
た
。
市
井
の
御
隠
居
さ
ん
が
俳
句
や
川
柳
を
ひ
ね
り
だ
す

、
、
、
、
、
と
い
う
の
は
日
常
茶
飯
事
で
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
他
方
で
は
、
俳
諧
を
「
近

代
」
の
眼
か
ら
見
直
そ
う
と
言
う
意
識
も
生
じ
る
。
反
応
は
い
ろ
い
ろ
で
あ
っ
た
。 

〽
古️
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音 

 

だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
松
尾
芭
蕉
の
有
名
な
発
句
で
あ
る
。
正
岡
子
規
が
明
治
二
十
六
年(

一
八
九
三
）
に
書
い
た
『
獺
祭
書
屋

だ
っ
さ
い
し
ょ
お
く

俳
話
』

は
、
こ
の
一
句
が
ど
う
し
て
で
き
た
か
に
つ
い
て
こ
う
記
し
て
い
る
。
「
何
が
な
一
体
を
創は

じ

め
て
我
が
心
を
安
う
せ
ん
」
と
悩
ん
で
い
た

芭
蕉
は
、
「
国
語
は
響
き
長
く
し
て
意
味
少
き
故
に
、
十
七
字
中
に
十
分
我
所
思
を
現
は
さ
ん
と
せ
ば
為
し
得
る
だ
け
無
用
の
言
語
と
事

物
と
を
省
略
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
」
と
思
い
め
ぐ
ら
し
た
。
さ
て
そ
の
折
も
折
「
万
籟

ば
ん
ら
い

寂
と
し
て
妄
想
全
く
断
ゆ
る
其
瞬
間
窓
外
の
古
池
に

躍
蛙

や

く

あ

の
音
あ
り
。
自
ら
つ
ぶ
や
く
と
も
な
く
人
の
語
る
と
も
な
く
『
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
』
と
い
ふ
一
句
は
芭
蕉
の
耳
に
響
き
た
り
」
と
、

３

子
規
は
澄
ま
し
顔
で
い
う
の
で
あ
る
。
ほ
ん
と
う
か
ね
え
。 

 

夏
目
漱
石
は
俳
句
が
う
ま
か
っ
た
。
そ
の
漱
石
が
、
明
治
四
十
年(

一
九
〇
七
）
に
刊
行
し
た
『
文
学
論
』
の
第
三
編
『
文
学
的
内
容

の
性
質
』
第
一
章
は
、
や
は
り
こ
の
一
句
に
言
及
し
、
そ
れ
に
禅
理
を
付
会
す
る
の
は
ま
ち
が
っ
た
解
釈
だ
と
い
っ
て
い
る
。
禅
理
だ
ろ

う
が
哲
理
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
表
明
し
た
も
の
は
俳
句
で
は
な
い
。
「
凡お

よ

そ
文
学
に
於
け
る
象
徴
法
は
其
記
号
が
代
表
す
る
意

義
を
思
索
の
結
果
読
者
に
案
じ
出
さ
し
む
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
之こ

れ

を
苦
労
も
な
く
自
然
と
誘
ひ
出
だ
す
に
あ
り
。
理
窟
詰
め
に
之
を
推
論

せ
し
む
る
に
あ
ら
ず
し
て
、
感
情
的
に
連
想
せ
し
む
る
に
あ
り
」
と
漱
石
は
い
う
。
た
し
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
と
き

人
口
に
膾
炙
し
た
〽
古️
い
池
や
、
の
一
句
は
ほ
ん
の
事
例
に
す
ぎ
な
く
な
る
。
折
口
信
夫
は
『
江
戸
時
代
の
文
学
』(

昭
和
二
十
五
年
刊

『
日
本
文
学
啓
蒙
』
の
う
ち
）
で
、
い
と
も
淡
々
と
、
「
芭
蕉
と
い
ふ
偶
像
を
破
壊
さ
せ
る
つ
ま
ら
ぬ
句
で
あ
る
。
蛙
の
句
は
春
で
あ
る
。

ぼ
う
と
し
た
暖
い
時
に
、
ど
ぼ
ん
と
音
が
し
た
の
と
い
ふ
の
だ
」
と
評
し
去
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
余
談
。
漱
石
の
『
文
学
論
』
の
同
じ
編

同
じ
章
は
、
西
鶴
の
こ
と
を
こ
う
書
い
て
い
る
。
「
人
は
云
ふ
西
鶴
は
文
章
家
な
り
と
、
一
筆
に
し
て
情
景
を
活
躍
せ
し
む
と
。
成な

る

程ほ
ど

貴

意
の
如
く
な
る
べ
し
。
然
れ
ど
も
西
鶴
は
一
筆
に
て
全
部
を
描
く
以
上
に
緻
密
な
る
観
察
力
な
か
り
し
男
な
る
を
忘
る
べ
か
ら
ず
。
是
固も

と

よ
り
時
勢
の
科と

が

に
し
て
西
鶴
の
罪
に
あ
ら
ず
」
と
。 

 

話
題
は
一
足
飛
び
に
井
原
西
鶴
に
は
移
ら
な
い
。
し
ば
し
の
間
、
松
尾
芭
蕉
で
あ
る
。
『
俳
諧
七
部
集
』
の
う
ち
の
『
猿
蓑
』
の
冒
頭

に
置
か
れ
た
『
は
つ
し
ぐ
れ
の
巻
』
と
呼
ば
れ
る
歌
仙−

−
−
−

三
十
六
句
構
成
で
一
巻
を
な
す
連
句−

−
−
−

の
最
初
は
こ
う
で
あ
る
。
ち
な
み

に
、
首
句
を
「
発
句
」
と
い
い
、
第
二
句
を
「
脇
」
と
い
う
。
発
句
は
も
と
も
と
一
句
立
て
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。 

〽
鳶️
の
羽
も

刷

カ
イ
ツ
ク
ロ
ヒ

ぬ
は
つ
し
ぐ
れ 

 
 

去
来 

一
ふ
き
風
の
木
の
葉
し
づ
ま
る 

 

芭
蕉 

股
引

も
も
ひ
き

の
朝
か
ら
ぬ
る
ヽ
川
こ
え
て 

 

凡
兆 

 

一
句
一
句
の
注
釈
は
い
ま
は
関
係
な
い
。
つ
と
に
幸
田
露
伴
の
『
七
部
集
評
釈
』
あ
り
。
要
点
は
、
俳
諧
連
歌
は
集
団
制
作
だ
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
数
人
の
連
衆
が
つ
ど
い
、
発
句
を
受
け
た
脇
句
が
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
継
承
し
つ
つ
転
換
す
る
。
第
三
句
以
下−

−
−
−

前
句

と
付
句
の
連
鎖−

−
−
−

も
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
季
題
と
か
月
・
花
の
定
座
と
か
の
や
や
こ
し
い
決
ま
り
は
こ
こ
で
は
い
わ
な
い
。
大
切
な
の

は
、
一
句
ご
と
に
新
境
地
を
開
い
て
停
頓
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
同
じ
趣
向
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
こ
と
を
「
打
越
し
」
と
い
う
。 

 

二
葉
亭
四
迷
も
ま
た
、
俳
諧
研
究
に
凝
っ
て
い
た
文
学
者
の
ひ
と
り
で
あ
っ
た
。
明
治
三
十
五
年(

一
九
〇
二
）
年
か
ら
同
四
十
一
年

(

一
九
〇
八
）
ま
で
こ
ま
め
に
記
さ
れ
た
『
俳
諧
日
録
』
が
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
で
二
葉
亭
は
『
は
つ
し
ぐ
れ
』
歌
仙
の
自
注
を
こ
こ
ろ

み
て
い
る
。
そ
の
最
初
の
部
分
を
掲
げ
る
。 

  
 

鳶
の
羽
も
刷
ぬ
は
つ
し
ぐ
れ 

 
 

去
来 

 
 

 
(

鳶
の
羽
を
と
い
は
で
は
聞
え
ず
） 

 
 

一
吹
風
の
木
の
葉
し
つ
ま
る 

 
 

芭
蕉 

 
 

 
(

古
注
に
曰

い
わ
く

発
句
の
前
を
い
ひ
た
る
也
と
さ
も
あ
る
べ
し
）
一
吹
風
、
一
陣
風
発
句
の
景
気
の
補
遺
と
も
見
る
へ
く
や 

 
 

股
引
の
朝
か
ら
ぬ
る
ヽ
川
こ
え
て 

凡
兆 
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二
〇
二
四
年
度
大
学
院
博
士
後
期
課
程
入
学
試
験
問
題 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

 
(

其
人
也
、
前
二
句
の
景
気
に
対
す
る
人
を
た
つ
ね
て
股
引
穿
き
き
た
る
人
と
定
め
た
る
な
り
其
人
朝
ま
だ
き
所
用
あ
り
て
川
越

す
る
を
り
し
も
あ
れ
一
陣
の
風
颯さ

つ

と
吹
き
来
て
木
の
葉
ざ
わ
立
ち
鳶
も
羽
を
刷
し
が
瞬
く
間
に
木
の
葉
も
し
づ
ま
り
四
辺

ア

タ

リ

寂
然

た
る
時
は
ら
〳
〵
と
時
雨
き
た
る
な
り
） 

  

明
治
三
十
八
年(

一
九
〇
五
）
六
月
十
四
日
に
「
注
釈
卆
ぬ
」
と
日
記
を
記
し
て
い
る
く
ら
い
だ
か
ら
、
二
葉
亭
は
相
当
熱
心
だ
っ
た

の
で
あ
る
。
歌
仙
の
揚
句(

最
終
句
）
ま
で
完
了
し
て
い
る
が
、
当
面
の
話
題
に
は
冒
頭
の
三
句
だ
け
で
十
分
で
あ
る
。
こ
の
注
釈
で
４

二

葉
亭
は
、
作
家
、
、
二
葉
亭
四
迷
で
な
け
れ
ば
し
な
か
っ
た
に
ち
が
い
な
い
勘
違
い
を
し
て
い
る
。
「
鳶
の、
羽
も、
」
は
「
鳶
も、
羽
も、
」
と
し
な

け
れ
ば
落
ち
着
か
な
い
と
二
葉
亭
は
い
う
。
一
陣
の
風
の
後
に
さ
っ
と
時
雨
が
降
り
か
か
り
、
木
の
葉
が
静
ま
り
、
鳶
も
ま
た

、
、
、
羽
根
の
乱

れ
を
か
い
つ
く
ろ
っ
た
と
い
う
情
景
を
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
ま
で
は
ま
あ
よ
い
と
し
て
、
三
句
目
の
注
釈
が
い
た
だ
け
な
い
。
二

葉
亭
は
、
「
前
二
句
の
景
気
に
対
す
る
人
」
を
想
定
し
て
、
「
股
引
穿
き
た
る
人
」
を
点
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
人
物
が
「
川
越
す

る
を
り
し
も
あ
れ
一
陣
の
風
颯
と
吹
き
来
て
木
の
葉
ざ
わ
立
ち
鳶
も
羽
根
を
刷
し
が
瞬
く
間
に
木
の
葉
も
し
づ
ま
り
て
四
辺

ア

タ

リ

寂
然
た
る

時
、
は
ら
〳
〵
と
時
雨
き
た
る
な
り
」
と
い
う
シ
ー
ク
エ
ン
ス
を
思
い
浮
か
べ
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
れ
で
は
「
打
越
し
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
第
三
句
に
前
々
句
を
取
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
俳
諧
連
歌
は
こ
う
い
う
作

り
方
を
し
な
い
。
だ
か
ら
ま
た
、
こ
う
い
う
鑑
賞
の
仕
方
も
し
な
い
。
二
葉
亭
の
こ
の
注
釈
は
、
期
せ
ず
し
て
、
そ
れ
が
い
か
に
散
文
小

、
、
、

説、
の
読
み
方
に
近
か
っ
た
か
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
俳
諧
連
歌
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
る
。
切
れ
、
、
と
移
り
、
、
は
こ
こ
で
は
無
視
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
か
わ
り
に
、
一
つ
の
「
物
語
」
の
発
端
の
情
景
が
浮
か
び
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
西
鶴
俳
諧
の
読
み
方
に
き
わ
め
て
近

い
の
で
あ
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

（
野
口
武
彦
『
三
人
称
の
発
見
ま
で
』
よ
り
） 

    

問
一
、 

傍
線
部
１
に
つ
い
て
、
「
俳
諧
」
と
「
俳
句
」
の
違
い
を
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
二
、 

傍
線
部
２
に
つ
い
て
、
正
岡
子
規
が
考
案
し
た
「
「
俳
句
」
と
い
う
概
念
」
に
つ
い
て
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
三
、 

傍
線
部
３
の
よ
う
に
筆
者
（
野
口
）
が
揶
揄
す
る
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
を
説
明
し
な
さ
い
。 

 

問
四
、 

傍
線
部
４
に
つ
い
て
、
（
１
）
二
葉
亭
の
「
勘
違
い
」
の
内
容
を
説
明
し
な
さ
い
。
（
２
）
な
ぜ
「
作
家
」
で
な
け
れ
ば
し
な
い

「
勘
違
い
」
な
の
か
。
具
体
的
に
説
明
し
な
さ
い
。 

     

〈
出
典
〉
野
口
武
彦
『
三
人
称
の
発
見
ま
で
』
一
九
九
四
年
六
月
、
筑
摩
書
房
） 

 
 

 
 

本
文
は
、
「
第
三
章 

散
文
と
人
称
」
よ
り
（P

P
.
7
2

～7
6
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