
 

 

 

問
題
．
次
の
文
章
は
、
大
嶋
仁
著
『
メ
タ
フ
ァ
ー
思
考
は
科
学
の
母
』
の
一
部
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
後
の
問
一
～
問
三
に
答
え
よ
。(

不
適
切
と
も
考
え
ら
れ
る
表
現
を

含
む
が
、
原
文
の
ま
ま
と
し
た) 

   

言
語
習
得
以
前
の
思
考
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
か
。
脳
科
学
者
エ
デ
ル
マ
ン

（
注
１
）

は
、
こ
れ
を ｢

メ
タ
フ
ァ
ー
思
考｣

 

と
呼
ん
で
い
ま
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
脳
は
言
語
を
持
つ

前
に
、
す
で
に
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
の
認
識
を
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
形
と
か
色
と
か
さ
ま
ざ
ま
な
基
準
で
分
類
し
、
互
い
の
関
連
付
け
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。
そ
の

思
考
を ｢

メ
タ
フ
ァ
ー
思
考｣

 
と
呼
ぶ
の
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
イ
メ
ー
ジ
を
関
連
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
に
意
味
を
与
え
る
の
が
メ
タ
フ
ァ

ー
（
注
２
）

の
役
目
だ
か
ら
で
す
。

｢

メ
タ
フ
ァ
ー
思
考｣

 

と
は
、
す
べ
て
を
イ
メ
ー
ジ
の
連
関
で
と
ら
え
る
思
考
の
こ
と
で
、
も
し
彼
の
言
う
こ
と
が
正
し
け
れ
ば
、
文
学
は ｢

メ
タ
フ
ァ
ー｣

 

が
核
に
な
っ
て

い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
文
学
的
な
思
考
こ
そ
人
間
の
思
考
の
根
底
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
文
学
は
人
間
に
と
っ
て
必
要
ど
こ
ろ
か
、
人
間
の
本
質
を
な
す
も
の
、

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

と
は
い
え
、
エ
デ
ル
マ
ン
の
い
う 

｢

メ
タ
フ
ァ
ー｣

 

の
意
味
は
、
い
ま
ひ
と
つ
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
の
で
す
。
〔
略
〕 

 

そ
の
点
で
は
、
む
し
ろ
文
化
人
類
学

（
注
３
）

の
ほ
う
が 

｢

メ
タ
フ
ァ
ー
思
考｣

 

を
具
体
的
に
教
え
て
く
れ
て
い
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
代
表
的
な
人
物
の
ひ
と
り
、
ク
ロ
ー

ド
・
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス

（
注
４
） 

(C
lau

d
e 

L
év

i-S
trau

ss) 

は
、
人
類
の
基
本
的
な
思
考
は ｢

メ
タ
フ
ァ
ー
思
考｣

 

だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
彼
の
こ
の
思
考
の
分
析
は
、
彼
の

主
著
『
野
生
の
思
考
』(L

a
 P

en
sée sa

u
va

g
e) 

に
鮮
明
に
現
れ
て
い
ま
す
。
以
下
、
エ
デ
ル
マ
ン
な
ら
ぬ
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
の
論
を
紹
介
し
、｢

メ
タ
フ
ァ
ー
思
考｣

 

の
な

ん
た
る
か
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

『
野
生
の
思
考
』
は
、
い
わ
ゆ
る ｢

未
開
人｣

 

の
思
考
を
解
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
二
〇
世
紀
前
半
を
代
表
す
る
一
冊
と
言
っ
て
よ
い
名
著
で
す
。｢

未
開
人｣

 

と
い
う

と
な
に
か
知
恵
の
お
く
れ
た
人
た
ち
の
よ
う
に
聞
こ
え
ま
す
が
、
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
に
言
わ
せ
れ
ば
人
類
の
原
型
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
文
明
人
も
根
底
に
お
い
て
は 

｢

未
開
人｣

 

な
の
で
す
。
で
は
、
そ
の
思
考
は
と
い
う
と
、
彼
は
基
本
的
に
こ
の
思
考
は ｢

メ
タ
フ
ァ
ー
思
考｣

 

で
あ
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
具
体
的
に
、
こ
れ
は
ど
う
い
う

思
考
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

国
語 

サ
ン
プ
ル
問
題 



 

 

レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
れ
ば
、｢

未
開
人｣

 

は
す
べ
て
を
す
べ
て
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て Ａ

ト
ラ
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
上
空
の
世
界
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
互

い
に
関
連
づ
け
、
そ
の
相
互
関
連
図
を
そ
の
ま
ま
地
上
の
事
物
の
相
互
関
係
に
当
て
は
め
、
さ
ら
に
は
、
同
じ
相
互
関
連
を
個
人
の
人
体
の
各
部
位
の
相
互
関
係
に
当
て
は
め
、

最
終
的
に
は
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
連
を
、
社
会
組
織
の
相
互
関
係
に
当
て
は
め
て
い
る
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
う
な
る
と
、
上
空
の
世
界
と
地
上
の
世
界
、
個
人
と
社
会
、
そ
れ

ら
が
す
べ
て
互
い
に
互
い
を
照
ら
し
合
う
メ
タ
フ
ァ
ー
と
な
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
結
ば
れ
あ
っ
て
、
調
和
あ
る
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
が
実
現
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

人
類
は
そ
う
し
た
世
界
観
を
理
想
と
し
て
求
め
つ
づ
け
て
き
た
の
で
あ
り
、
一
見
す
る
と
驚
く
べ
き
複
雑
な
シ
ス
テ
ム
思
考
の
よ
う
で
い
て
、
実
は
単
純
な
夢
が
そ
こ
に
反
映

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。 

 

こ
う
し
た
総
合
的
思
考
は
、
人
類
が
自
分
を
取
り
か
こ
む
環
境
を
長
い
時
間
を
か
け
て
観
察
し
、
そ
れ
を
構
成
し
て
い
る
多
様
な
事
物
を
分
類
し
、
相
互
に
関
連
づ
け
、
そ

れ
に
よ
っ
て
自
分
た
ち
の
社
会
生
活
と
個
人
生
活
に
意
味
を
与
え
る
こ
と
を
し
て
き
た
結
果
だ
と
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
は
言
い
ま
す
。
こ
れ
が
人
類
の
思
考
の
原
型
た
る 

｢

メ
タ
フ
ァ
ー
思
考｣

 

の
目
指
す
と
こ
ろ
な
の
で
す
。
科
学
的
な
思
考
も
、
文
学
を
も
含
め
た
芸
術
的
な
思
考
も
、
す
べ
て
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
と
彼
は
言
い
ま
す
。
そ
う
し

た
見
解
を
、
彼
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
言
葉
で
表
し
て
い
ま
す
。 

  
 

ト
ー
テ
ム
制

（
注
５
）

と
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
起
源
を
説
明
す
る
神
話
は
、
世
界
中
あ
ち
こ
ち
で
形
は
違
っ
て
い
て
も
、
ど
れ
も
が
同
じ
内
容
を
含
ん
で
い
る
。 

す
な
わ
ち
、
系
列
の
各
項
ど
う
し
で
は
な
く
、
系
列
全
体
が
互
い
に
対
応
す
る
よ
う
な
二
系
列
か
ら
成
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
し
か
も
、
そ
の
対
応
関
係
が
相
互
に

と
っ
て
メ
タ
フ
ァ
ー
の
関
係
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。 

  

こ
れ
だ
け
を
読
ん
で
も
な
ん
の
こ
と
か
わ
か
り
に
く
い
で
し
ょ
う
が
、
た
と
え
ば
、
「
鳶
が
鷹
を
生
む｣

 

と
い
う
表
現
が
あ
り
ま
す
。
空
を
飛
ぶ
二
つ
の
動
物
、
す
な
わ
ち 

｢

鳶｣
 

(

と
び) 

と 
｢

鷹｣
 
(

た
か) 

が
対
比
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
の
対
比
関
係
が
上
空
の
動
物
系
列
と
す
る
と
、
そ
れ
が
地
上
の
人
間
系
列
に
対
応
し
て
い
て
、｢

平
凡
な
親｣

 

か
ら 
｢

非
凡
な
子｣

 

が
生
ま
れ
る
と
い
う
意
味
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
と
き
、｢

鳶｣
 

と 
｢

鷹｣
 

は 
｢

平
凡
な
親｣

 

と 
｢

非
凡
な
子｣

 

の
メ
タ
フ
ァ
ー
な
の
で
す
が
、｢

未
開

人｣
 

の
場
合
は
、
こ
れ
を
も
っ
と
拡
大
発
展
さ
せ
て
、
海
の
動
物
ど
う
し
の
関
係
に
も
、
陸
上
の
植
物
や
動
物
ど
う
し
の
関
係
に
も
、
ま
た
人
間
集
団
と
人
間
集
団
の
関
係
に



 

 

も
同
じ
論
理
を
当
て
は
め
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
空
の
世
界
も
陸
の
世
界
も
、
海
の
世
界
も
、
は
た
ま
た
人
間
集
団
も
、
す
べ
て
ひ
と
つ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
・
シ
ス
テ
ム
の

な
か
に
く
み
込
ま
れ
、
な
に
ひ
と
つ
孤
立
す
る
こ
と
な
く
、
す
べ
て
が
関
連
づ
け
ら
れ
、
説
明
し
つ
く
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
思
考
を
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
は ｢

メ

タ
フ
ァ
ー
思
考｣

 

と
呼
び
、
あ
る
い
は ｢

ア
ナ
ロ
ジ
ー
思
考｣

、
す
な
わ
ち ｢

相
似
思
考｣

 

と
も
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。 

 

な
る
ほ
ど
、
空
の
世
界
の
分
類
図
式
を
そ
の
ま
ま
地
上
の
世
界
に
移
し
か
え
、
さ
ら
に
ま
た
そ
れ
を
人
体
や
社
会
組
織
に
ま
で
応
用
す
る
そ
の
や
り
方
は
、
世
界
を
相
似
形

の
集
合
と
見
て
い
る
か
ら
こ
そ
可
能
な
こ
と
で
す
。
天
上
の
世
界
が
こ
う
で
こ
う
だ
か
ら
、
地
上
の
世
界
で
も
こ
う
で
こ
う
な
る
。
そ
の
よ
う
に
す
べ
て
を
理
解
で
き
る
の
は
、

相
似
形
の
認
識
が
根
底
に
あ
っ
て
の
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
多
様
で
雑
多
な
世
界
を
少
し
で
も
理
解
す
る
た
め
に
、
相
似
形
に
も
と
づ
く
分
類
を
用
い
る
。
そ
れ
を
人
類
は
絶

え
間
な
く
行
っ
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
す
。 

 

こ
こ
で
、
以
前
に
分
析
し
た
芭
蕉
の 

｢
古
池
や
蛙

か
わ
ず

飛
び
込
む
水
の
音｣

 

に
戻
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
句
の
背
後
に
あ
る
世
界
は
、
ま
さ
に ｢

メ
タ
フ
ァ

ー
思
考｣

 

に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
句
で 

｢

古
池｣

 

が ｢

蛙｣
 

に
対
立
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
ぞ
れ
が ｢

静
と
動｣｢

面
と
点｣

 

の
メ
タ
フ
ァ
ー
に
な
っ
て

い
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
ま
し
た
。
し
か
も
、｢

飛
び
込
む｣

 

が
あ
る
た
め
に
、
句
全
体
は
静
と
動
、
面
と
点
と
い
っ
た
世
界
対
立
の Ｂ

ユ
ウ
ゴ
ウ
を
表
す
メ
タ
フ
ァ
ー
に
な
っ

て
い
る
と
も
言
い
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
す
べ
て
を
対
立
図
式
に
お
い
て
と
ら
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
個
々
の
事
物
の
意
味
を
確
定
し
て
い
く
と
き
、
私
た
ち
は
個
々
の
事
物

の
レ
ベ
ル
を
超
え
て
、
世
界
全
体
を
メ
タ
フ
ァ
ー
の
束
と
し
て
と
ら
え
、
す
な
わ
ち 

｢

メ
タ
フ
ァ
ー
思
考｣

 

を
実
践
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

〔
略
〕 

 
｢

メ
タ
フ
ァ
ー
思
考｣

 

が
集
団
の
な
か
で
生
き
て
い
る
例
を
、
私
は
南
米
ペ
ル
ー
に
い
た
と
き
に
見
ま
し
た
。
ケ
チ
ュ
ア 

(Q
u

ech
u
a) 

と
い
う
先
住
民
が
、
た
と
え
ば
白
と

黒
の
ブ
チ
の
猫
を 

｢

光
と
闇｣

 

と
呼
ん
で
い
る
の
を
聞
い
た
の
で
す
。
彼
ら
に
す
れ
ば
、
な
に
も ｢

文
学
的｣

 

を
ね
ら
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
自
然
に
そ
う
な
る
だ
け
の
こ
と

だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
、｢

白｣
 

と 
｢

黒｣
 

は
単
な
る
色
で
は
な
く
、
こ
の
世
界
を
二
つ
に
分
け
る ｢

光｣
 

と ｢

闇｣
 

を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
二
つ

を
一
身
に
背
負
う
猫
は
、
世
界
全
体
を
表
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
こ
そ
ま
さ
に
メ
タ
フ
ァ
ー
思
考
だ
と
、
あ
ら
た
め
て
心
に Ｃ

メ
イ
キ
し
ま
し
ょ
う
。 

 

*
*
*
*
*
*
 



 

 

 

メ
タ
フ
ァ
ー
思
考
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
話
を
続
け
ま
す
。
こ
の
思
考
は
、
私
た
ち
の
周
囲
で
は
、
小
さ
い
子
供
に
よ
く
見
ら
れ
ま
す
。
た
と
え
ば
四
歳
の
子
が
ト
ー
ス
ト

に
塗
っ
た
ジ
ャ
ム
の
形
を
見
て
、｢

あ
、
人
が
い
る｣

 

と
い
う
の
が
そ
れ
で
す
。
こ
の
場
合
、
そ
の
子
は
本
気
で
そ
こ
に ｢

人｣
 

が
い
る
と
は
思
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
こ
に 

｢

人｣
 

を
み
る
こ
と
で
、
食
べ
る
べ
き
対
象
で
あ
る 

｢

パ
ン
と
ジ
ャ
ム｣

 

を
、
人
の
世
界
と
関
連
づ
け
る
の
で
す
。 

 

メ
タ
フ
ァ
ー
思
考
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
思
考
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
を
一
定
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

（
注
６
）

の
中
に
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
事
物
と
事
物
の
あ
い
だ
に
、
カ
テ
ゴ

リ
ー
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
あ
い
だ
に
、
つ
ね
に
関
係
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
世
界
の
す
べ
て
に ｢

意
味｣

、
あ
る
い
は ｢

価
値｣

 

が
与
え
ら
れ
る
の

で
す
。 

 

し
か
し
、
も
し
人
間
の
根
底
に
そ
う
し
た
思
考
が
あ
る
な
ら
、
人
間
の
基
本
的
な
心
が
文
学
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
う
な
る
と
、
世
に
言
う ｢

文
学｣

 

と
い
う

メ
タ
フ
ァ
ー
の
束
は
と
く
に
必
要
が
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
も
し
も
人
間
の
思
考
が
も
と
も
と
メ
タ
フ
ァ
ー
的
で
あ
る
な
ら
、
す
べ
て
人
間
の

考
え
る
こ
と
は
文
学
と
な
る
の
で
あ
り
、
格
別
に 

｢

文
学｣

 

と
い
う
特
別
な
領
域
を
設
け
る
必
要
は
な
く
な
る
か
ら
で
す
。
い
わ
ゆ
る
文
学
は
、
そ
う
な
る
と
、
人
間
に
必
要

な
も
の
と
は
言
え
な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。 

 

前
に
も
言
い
ま
し

た
（
注
７
）

が
、
鳥
の
さ
え
ず
り
も
、
人
間
の
歌
も
、
集
団
の
な
か
で
自
分
と
他
人
の
関
係
を
結
び
つ
け
る
の
に
役
立
つ ｢

感
情
表
現｣

 

で
す
。
そ
の
か
ぎ
り
に

お
い
て
、
文
学
の
も
と
で
あ
る
歌
は
、
人
間
に
と
っ
て
絶
対
必
要
な
も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
で
す
が
、
メ
タ
フ
ァ
ー
の
場
合
は
ど
う
か
。
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
果
た
し
て
人

間
を
人
間
た
ら
し
め
る
ほ
ど
重
要
な
も
の
な
の
か
。 

 

私
の
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
、
い
わ
ゆ
る
文
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
そ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
豊
富
さ
に
よ
っ
て
、
そ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
性
の
強
度
に
よ
っ
て
、
人
間
の
持
っ

て
い
る
根
本
的
な
思
考
で
あ
る
メ
タ
フ
ァ
ー
思
考
を
強
化
す
る
役
目
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
も
の
で
す
。
人
間
、
ど
ん
な
に
論
理
を
発
達
さ
せ
、
概
念
構
築
を
盛
ん
に
し
て
哲

学
や
科
学
を
発
展
さ
せ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
原
点
は
メ
タ
フ
ァ
ー
思
考
な
の
で
す
か
ら
、
こ
の
基
礎
を
強
化
し
な
く
て
は
、
よ
り
高
度
な
思
考
力
が
形
成
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
。

先
に
引
用
し
た
脳
科
学
者
の
エ
デ
ル
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
メ
タ
フ
ァ
ー
思
考
な
く
し
て
論
理
も
科
学
も
発
達
し
な
い
の
で
す
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
文
学
、
す
な
わ
ち
詩
歌
や
物
語
に

よ
っ
て
、
こ
の
思
考
を
発
達
さ
せ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。 

 

私
が
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
に
至
っ
た
の
は
、
認
知
科
学
と
い
う
も
の
を
知
っ
て
か
ら
だ
と
思
い
ま
す
。
認
知
科
学
者
の
中
に
、｢

人
間
の
思
考
は
そ
も
そ
も
文
学
的｣

 



 

 

と
主
張
す
る
人
が
い
て
、
そ
れ
が
私
に
目
を
開
か
せ
て
く
れ
た
と
い
う
か
、
自
分
の
漠
然
と
し
た
考
え
に
明
確
な Ｄ

リ
ン
カ
ク
を
与
え
て
く
れ
た
の
で
す
。
そ
の
認
知
科
学
者
の

名
は
マ
ー
ク
・
タ
ー
ナ
ー

（
注
８
）(M

ark
 T

u
rn

er)

、
そ
の
主
著
『
文
学
す
る
心
』(T

h
e L

itera
ry M

in
d
) 

が
重
要
で
す
。 

 

そ
も
そ
も
認
知
科
学 

(co
g
n

itiv
e 

scien
ce) 

と
は
、
私
の
理
解
で
は
、
人
間
の
脳
が
ど
の
よ
う
に
事
物
を
認
知
す
る
の
か
を
研
究
す
る
学
問
で
す
。
本
来
は
人
工
頭
脳
の
研

究
に Ｅ

フ
ズ
イ
す
る
も
の
と
し
て
あ
っ
た
よ
う
で
す
が
、
研
究
分
野
が
拡
大
し
、
心
理
学
や
言
語
学
、
文
学
の
研
究
に
も
そ
れ
が
応
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
前
述
の
タ
ー
ナ
ー
の
場

合
、
文
学
を
認
知
科
学
的
に
考
え
よ
う
と
し
た
よ
う
に
思
え
ま
す
。 

 

タ
ー
ナ
ー
の
主
張
は
、
科
学
的
認
識
の
根
底
に
も
文
学
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
認
知
は
こ
と
ご
と
く
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
い
る
の
で
す
。

｢

未
開
人｣

 

も 
｢

文
明
人｣

 

も
関
係
な
く
、
す
べ
て
の
人
間
が
そ
う
だ
と
い
う
の
で
す
。
し
か
も
、
そ
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
基
礎
は
身
体
の
感
覚
と
行
動
だ
と
言
い
切
り
ま
す
。

つ
ま
り
、
人
間
は
身
体
を
用
い
て
行
動
し
な
が
ら
世
界
の
事
物
を
認
知
し
て
い
く
。
そ
の
際
、
自
身
の
身
体
の
動
き
を
、
知
ら
ず
に
事
物
に
当
て
は
め
て
い
る
と
い
う
の
で
す
。

そ
う
な
る
と
、
外
界
は
身
体
感
覚
と
身
体
行
動
の
メ
タ
フ
ァ
ー
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

た
と
え
ば
、
私
た
ち
は
大
人
に
な
っ
て
も 

｢

電
車
が
走
る｣

 

と
言
い
ま
す
。
こ
こ
に
も
メ
タ
フ
ァ
ー
が
あ
る
、
と
タ
ー
ナ
ー
な
ら
言
う
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な
ら
、｢

電
車｣

 

は
、
実
際
は 

｢

走
る｣

 

の
で
は
な
く
、
一
点
か
ら
も
う
一
点
へ
と
移
動
し
て
い
る
だ
け
だ
か
ら
で
す
。
私
た
ち
が ｢

電
車
は
走
る｣

 

と
言
う
の
は
、
電
車
の
動
き
を
自
身
の
身

体
運
動
に
無
意
識
に
た
と
え
て
い
る
、
あ
る
い
は
投
影
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
投
影
こ
そ
、
メ
タ
フ
ァ
ー
思
考
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
す
。
む
ろ
ん
、
大
抵
の
人
は
、
そ
の

こ
と
に
気
づ
き
ま
せ
ん
が
。 

 

大
人
は
さ
す
が
に
言
い
ま
せ
ん
が
、
小
さ
い
子
ど
も
は
電
車
が
ト
ン
ネ
ル
に
入
る
と
、｢

電
車
が
目
を
つ
ぶ
っ
た｣

 

な
ど
と
言
い
ま
す
。｢

目
を
つ
ぶ
る｣

 

は
自
身
の
身
体
運

動
で
す
が
、
こ
れ
を
電
車
に
当
て
は
め
て
い
る
の
で
す
。
電
車
は
無
機
物
で
あ
る
の
に
、
子
供
に
と
っ
て
は
自
分
と
同
じ
生
き
物
で
す
。
電
車
は ｢

自
分｣

 

の
力
で
動
く
の
で

す
か
ら
、
そ
う
感
じ
る
の
も
無
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

タ
ー
ナ
ー
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
人
間
が
世
界
に
つ
い
て
何
か
を
語
る
と
き
、
必
ず
こ
の
種
の
メ
タ
フ
ァ
ー
表
現
に
な
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
物
事
を
自
身
の
身
体
運
動
を
元

に Ａ

ト
ラ
え
て
い
る
か
ら
だ
と
彼
は
言
い
ま
す
。
し
か
も
彼
は
、
い
わ
ゆ
る
文
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
科
学
的
表
現
に
ま
で
そ
れ
が
出
て
く
る
と
言
い
ま
す
。 



 

 

 

な
る
ほ
ど
、
そ
う
言
わ
れ
て
み
る
と
確
か
に
そ
う
で
、
た
と
え
ば
英
米
の
脳
科
学
者
は
、
脳
神
経
が
受
け
取
っ
た
情
報
を
別
の
脳
神
経
へ
と
伝
達
す
る
と
き
、
そ
こ
に
電
気

作
用
が
起
こ
る
こ
と
を
、
し
ば
し
ば 

｢

引
き
金
を
ひ
く｣

 
(trig

g
er) 

と
い
う
動
詞
を
用
い
て
表
現
し
て
い
ま
す
。｢

引
き
金
を
ひ
く｣

 

は
脳
神
経
細
胞
に
は
あ
り
得
な
い
こ
と

で
、
脳
科
学
者
が
自
身
の
身
体
行
動
を
そ
こ
に
当
て
は
め
て
い
る
と
し
か
言
え
ま
せ
ん
。
人
間
は
自
分
た
ち
を
取
り
ま
く
世
界
を
こ
れ
以
上
な
い
ほ
ど
客
観
的
に
語
っ
て
い
る

つ
も
り
で
も
、
そ
こ
に
自
身
を
投
影
し
て
い
る
の
で
す
。
す
べ
て
の
認
識
に
メ
タ
フ
ァ
ー
思
考
が
介
入
し
て
い
る
と
い
う
タ
ー
ナ
ー
の
主
張
は
、
な
か
な
か
に
説
得
力
が
あ
り

ま
す
。 

  
 

人
間
の
思
考
の
基
本
的
な
道
具
は
物
語
力
、
す
な
わ
ち
話
を
創
造
す
る
能
力
で
あ
る
。
理
知
的
な
諸
能
力
は
そ
こ
に
依
拠
す
る
。(

…) 

す
な
わ
ち
、
一
般
に
、
人
間
の

認
知
に
は
文
学
的
能
力
が
必
須
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
の
心
は
基
本
的
に
文
学
的
な
の
だ
と
言
え
る
。 

  

こ
れ
は
タ
ー
ナ
ー
の
著
書
か
ら
の
引
用
で
す
が
、
彼
が
ど
う
し
て
人
間
の
心
は
基
本
的
に ｢

文
学
的｣

 

な
の
だ
と
主
張
し
て
い
る
か
が
わ
か
る
で
し
ょ
う
。
彼
に
と
っ
て
、

人
間
は
行
動
し
な
が
ら
話
を
作
っ
て
い
く
存
在
で
、
そ
の
主
人
公
は
自
分
自
身
な
の
で
す
。 

 

こ
の
こ
と
を
、
彼
は
身
体
運
動
の
物
語
、
す
な
わ
ち 

｢

行
動
の
物
語｣

 
(actio

n
 sto

ry
) 

か
ら ｢

出
来
事
の
物
語｣

 
(ev

en
t sto

ry
) 

へ
の ｢

投
影｣

 
(p

ro
jectio

n
) 

と
い
う
言
葉

で
も
説
明
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
人
間
は
ま
ず
自
分
自
身
の
行
動
の
物
語
を
作
り
、
そ
れ
を
外
界
の
出
来
事
、
あ
る
い
は
自
分
自
身
に
降
り
か
か
る
出
来
事
に
投
影
し
て
い

る
と
い
う
の
で
す
。
そ
の
場
合
重
要
な
の
は
、
投
影
さ
れ
る 

｢

行
動
の
物
語｣

 
の
内
部
構
造
と
、
投
影
先
の ｢

出
来
事
の
物
語｣

 

の
内
部
構
造
と
が
同
一
で
あ
る
こ
と
で
す
。

そ
の
内
部
構
造
の
こ
と
を
、
タ
ー
ナ
ー
は 

｢

映
像
図
式｣

 
(im

ag
e-sch

em
atic) 

と
呼
び
、
こ
れ
が
す
べ
て
の
投
影
の
基
礎
、
す
な
わ
ち
メ
タ
フ
ァ
ー
思
考
の
基
礎
に
な
っ
て
い

る
と
い
う
の
で
す
。
こ
の
彼
の
考
え
方
は
、
人
類
学
の
立
場
か
ら
人
類
の
基
礎
的
思
考
が
メ
タ
フ
ァ
ー
思
考
で
あ
り
、
そ
の
最
も
顕
著
な
構
築
物
が 

「
（
１
）

神
話｣

 

で
あ
る
と
述

べ
た
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
の
見
解
と
も
つ
な
が
り
ま
す
。 

(

大
嶋
仁
著
『
メ
タ
フ
ァ
ー
思
考
は
科
学
の
母
』
弦
書
房
、
二
〇
一
七
年
。
出
題
に
あ
た
っ
て
原
文
の
一
部
を
省
略
し
た)  



 

 

問
一 

傍
線
部
Ａ
～
Ｅ
の
片
仮
名
を
楷
書
体
の
漢
字
で
書
け
。 

 
 

 
 
 

Ａ
．
ト
ラ
え 

 

Ｂ
．
ユ
ウ
ゴ
ウ 

 

Ｃ
．
メ
イ
キ 

 

Ｄ
．
リ
ン
カ
ク 

 

Ｅ
．
フ
ズ
イ 

問
二 
傍
線
部
（
１
）｢

神
話｣

 

は
、
誰
が
ど
の
よ
う
な
目
的
で
作
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
、
５
０
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。 

問
三 

レ
ヴ
ィ=
ス
ト
ロ
ー
ス
の
言
う ｢

メ
タ
フ
ァ
ー｣

 

と
、
タ
ー
ナ
ー
の
言
う ｢

メ
タ
フ
ァ
ー｣

 

と
で
は
、
ど
の
よ
う
な
点
が
相
違
し
て
い
る
か
、
１
０
０
字
以
内
で
説
明

せ
よ
。 

  [

注] 

注
１
．
エ
デ
ル
マ
ン
＝
ジ
ェ
ラ
ル
ド
・
エ
デ
ル
マ
ン 

(G
erald

 E
d

elm
an

)

。
米
国
の
生
物
学
者 

(1
9
2

9
-2

0
1

4
)

。1
9

7
2

年
度
ノ
ー
ベ
ル
生
理
学
・
医
学
賞
受
賞
。 

注
２
． 

メ
タ
フ
ァ
ー
＝
一
般
に
は 

｢

隠
喩｣

 

あ
る
い
は 

｢

暗
喩｣

 

と
訳
さ
れ
る
。 

注
３
． 

文
化
人
類
学
＝
人
類
の
社
会
・
文
化
の
側
面
を
研
究
す
る
学
問
。
生
活
様
式
・
言
語
・
習
慣
・
も
の
の
考
え
方
な
ど
を
比
較
研
究
し
、
人
類
共
通
の
法
則
性
を
見
出
そ
う
と

す
る
も
の
。 

注
４
． 

ク
ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
＝
フ
ラ
ン
ス
の
文
化
人
類
学
者
、
民
族
学
者 

(1
9

0
8

-2
0

0
9

)

。 

注
５
． 

ト
ー
テ
ム
制
＝
一
定
の
社
会
集
団
、
部
族
や
親
族
が
、
そ
の
祖
先
の
出
自
な
ど
と
し
て
信
仰
す
る
特
定
の
事
物
、
主
に
自
然
物
を
ト
ー
テ
ム
と
い
い
、
そ
の
ト
ー
テ
ム
を
ま

つ
っ
て
儀
礼
を
執
行
し
、
崇
拝
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
団
を
統
合
す
る
機
能
を
も
つ
社
会
制
度
を
ト
ー
テ
ム
制 

(

ト
ー
テ
ミ
ズ
ム) 

と
呼
ぶ
。 

注
６
． 

カ
テ
ゴ
リ
ー
＝
共
通
の
特
徴
を
も
つ
事
物
が
含
ま
れ
る
部
類
。
範 は

ん

疇
ち
ゅ
う

。 

注
７
． 

前
に
も
言
い
ま
し
た
が
＝
著
者
は
、
別
の
箇
所
で
岡
ノ
谷
一
夫
著
『
さ
え
ず
り
言
語
起
源
論
』
を
紹
介
し
て
、｢

鳥
が
さ
え
ず
る
の
も
、
人
間
が
歌
う
の
も
、
基
本
は
同
じ
生

き
物
の
心
理
か
ら
生
ま
れ
て
お
り
、
そ
の
主
要
目
的
は
個
体
の
欲
求
を 

｢

感
情｣

 

表
現
に
ま
で
高
め
て
他
の
個
体
に
伝
え
る
こ
と
に
あ
る｣

 

と
述
べ
て
い
る
。 

注
８
． 

マ
ー
ク
・
タ
ー
ナ
ー
＝
米
国
の
認
知
科
学
者
、
言
語
学
者 

(1
9

5
4

-)

。 



 

 

国語 サンプル問題 出題意図 

 

 

大学での教育に関わりの深い内容の論説文を理解できるか否かを見る。 

 

 

 

 

 

 

国語 サンプル問題 解答例 

 

 

問一  

解答 ：A 捉  B 融合  C 銘記  D 輪郭  E 付随 

出題意図： 大学での教育を受けるのに必要な，基本的な漢字が書けるか否かを見る。 

 

 

問二  

解答例 ：｢未開人｣ がメタファー思考によって世界の中のあらゆる事象を説明し，理

解するために作ったもの。(46 字) 

出題意図：文中の他の箇所と明示的には関連づけられていない語句を，文脈に従い適切

な箇所と結びつけて解釈できるか否かを見る。 

 

 

問三   

解答例 ：レヴィ=ストロースがメタファー思考を ｢未開人｣ の思考であると言ってい

るのに対して，マーク・ターナーは ｢未開人｣ も ｢文明人｣ も関係なく，す

べての人間の認知がメタファーによるものであると言っている。(97 字) 

出題意図：やや散漫な文章の趣旨を正確に読み取れるか否かを見る。 
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