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二
〇
一
八
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験 

解
説
︿
現
代
文
﹀

第
1
問　

評
論　
　

有あ
り
も
と
の
り
ふ
み

元
典
文
・
岡お

か

部べ

大だ
い
す
け介
『
デ
ザ
イ
ン
ド
・
リ
ア
リ
テ
ィ
―
―
集
合
的
達
成
の
心
理
学
』

［
総　

括
﹈

　

第
1
問
の
評
論
は
、
比
較
的
新
し
い
文
章
か
ら
の
出
題
で
、
人
間
に
と
っ
て
の
基
本
的
条
件
と
し
て
「
現
実
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
い
う
特
質
」
に
つ
い
て
具
体
例
を
通
じ
な
が
ら
論

を
展
開
し
て
い
る
。
文
章
量
が
昨
年
の
も
の
よ
り
一
割
程
度
増
え
て
お
り
、
読
む
の
に
少
し
時
間
が
か
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
問
3
が
新
傾
向
の
問
題
。
問
題
文
に
付
さ
れ

た
図
に
つ
い
て
四
人
の
生
徒
の
対
話
が
交
わ
さ
れ
る
中
、
空
欄
に
正
し
い
も
の
を
入
れ
る
設
問
が
出
題
さ
れ
た
。
二
〇
二
一
年
に
、
入
試
改
革
と
し
て
行
わ
れ
る
大
学
入
学
共
通
テ
ス

ト
を
意
識
し
た
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
戸
惑
っ
た
受
験
生
が
い
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

問
1
の
漢
字
は
、
例
年
ど
お
り
の
出
題
パ
タ
ー
ン
で
、
基
本
～
標
準
レ
ベ
ル
の
問
題
。
問
2
は
直
前
の
原
因
の
箇
所
を
捉
え
て
解
答
す
る
問
題
、
問
4
は
「
指
示
語
」
に
気
を
つ
け

て
解
く
問
題
、
問
5
は
、
傍
線
部
の
後
に
展
開
し
て
い
く
箇
所
を
丁
寧
に
押
さ
え
て
解
く
問
題
で
、
そ
れ
ぞ
れ
標
準
レ
ベ
ル
だ
。
文
章
の
表
現
と
構
成
を
問
う
問
6
は
、
ⅰ
が
「
適
当

で
な
い
も
の
」
を
選
ぶ
問
題
、
ⅱ
が
「
適
当
な
も
の
」
を
選
ぶ
問
題
な
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

［
解　

説
﹈

問
１　

漢
字
問
題　
　

基
本
～
標
準

　

ア
の
「
意
匠
」
は
こ
こ
で
は
「
色
や
形
、
模
様
な
ど
に
新
し
い
工
夫
を
め
ぐ
ら
す
こ
と
」
の
意
。
イ
・
ウ
は
「
訓
」
の
漢
字
を
「
音
」
で
解
答
す
る
問
題
。
意
味
を
理
解
し

て
い
な
い
と
解
け
な
い
点
で
、
日
頃
か
ら
漢
字
に
関
し
て
多
角
的
な
勉
強
を
積
み
重
ね
て
お
く
こ
と
が
望
ま
し
い
。
イ
の
正
解
3
「
踏
襲
」
は
「
先
人
の
や
り
方
を
そ
の
ま
ま

受
け
継
ぐ
こ
と
」
の
意
。
エ
の
「
摂
理
」
は
「
自
然
界
を
支
配
し
て
い
る
（
神
の
）
法
則
」
の
意
。
オ
の
「
洗
練
」
と
正
解
の
2
「
洗
浄
」
は
基
本
漢
字
な
の
で
、
正
解
を
選

ぶ
の
は
容
易
な
は
ず
。
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傍
線
部
ア
～
オ
に
相
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

ア　

意
匠　
　
　
　
　

1
高
尚　
　
　
　

◎
2
巨
匠　
　
　
　
　

3
交
渉　
　
　
　
　

4
昇
格　
　
　
　
　

5
抄
本

イ　

踏
み　
　
　
　
　

1
急
騰　
　
　
　
　

2
登
記　
　
　
　

◎
3
踏
襲　
　
　
　
　

4
陶
器　
　
　
　
　

5
搭
乗

ウ　

乾
い
た　
　
　
　

1
緩
和　
　
　
　
　

2
歓
迎　
　
　
　
　

3
果
敢　
　
　
　
　

4
干
拓　
　
　
　

◎
5
乾
電
池

エ　

摂
理　
　
　
　
　

1
切
断　
　
　
　
　

2
折
衝　
　
　
　
　

3
窃
盗　
　
　
　
　

4
雪
辱　
　
　
　

◎
5
摂
取

オ　

洗
練　
　
　
　
　

1
旋
律　
　
　
　

◎
2
洗
浄　
　
　
　
　

3
独
占　
　
　
　
　

4
変
遷　
　
　
　
　

5
潜
水
艦

　

正
解　

ア　

1　

2　
　

イ　

2　

3　
　

ウ　

3　

5　
　

エ　

4　

5　
　

オ　

5　

2

問
2　

理
由
説
明
問
題　
　

標
準

傍
線
部
Ａ
「
講
義
と
い
う
よ
う
な
、
学
生
に
は
日
常
的
な
も
の
で
さ
え
、
素
朴
に
不
変
な
実
在
と
は
言
い
に
く
い
。」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
の
説
明
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
一
つ
選
べ
。

　

第
１
段
落
か
ら
始
ま
る
講
義
と
い
う
具
体
例
を
通
じ
て
、
筆
者
は
「
講
義
と
は
何
か
」
を
問
う
て
い
る
。
そ
の
答
え
と
し
て
、
傍
線
部
Ａ
の
結
論
に
た
ど
り
着
く
わ
け
な
の
で
、

こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
理
由
は
、
傍
線
部
の
前
後
に
書
か
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
。

○
因
果
関
係
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン

　

因
果
関
係
を
表
す
パ
タ
ー
ン
は
次
の
二
つ
し
か
な
い
。

①　

原
因
→
結
果

②　

結
果
（
結
論
）
←
原
因
（
理
由
説
明
）

→
①
の
形
が
通
常
「
因
果
関
係
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
り
、
②
は
そ
れ
が
倒
置
し
た
形
だ
。

特
徴
と
し
て
は
、
①
の
場
合
、
原
因
は
結
果
の
直
前
に
書
か
れ
る
こ
と
が
多
く
、
②
の
場
合
は
、
結
果
（
結
論
）
を
述
べ
た
後
、
文
章
が
展
開
し
て
い
く
中
で
原
因
（
理
由

説
明
）
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
だ
。
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今
回
の
文
章
を
見
る
と
、
傍
線
部
の
直
前
に
「
講
義
の
語
り
の
部
分
に
だ
け
注
目
し
て
み
て
も
、
以
上
の
よ
う
な
多
様
な
捉
え
方
が
可
能
で
あ
る
。
世
界
は
多
義
的
で
そ
の
意

味
と
価
値
は
た
く
さ
ん
の
解
釈
に
開
か
れ
て
い
る
」
と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
傍
線
部
の
直
接
的
な
原
因
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

選
択
肢
を
見
る
と
、
2
が
こ
う
し
た
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
。「
世
界
が
多
様
性
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
捉
え
方
は
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
」
と
い
う
内
容
は
正

解
の
2
以
外
の
選
択
肢
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
ズ
バ
リ
正
解
と
わ
か
る
。

　

1
は
、「
受
講
者
の
目
的
意
識
と
態
度
」
が
変
化
す
る
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
大
切
な
の
は
世
界
の
捉
え
方
の
多
様
性
な
の
で
×
。

　

3
は
、「
授
業
者
の
教
授
上
の
意
図
的
な
工
夫
」
で
も
な
け
れ
ば
、「
学
生
の
学
習
効
果
」
の
話
で
も
な
い
の
で
×
。

　

4
は
、「
学
生
に
と
っ
て
授
業
の
目
的
」
の
明
確
化
が
問
題
で
は
な
く
、
ま
た
、「
多
義
性
を
絞
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
と
い
う
方
向
は
筆
者
の
主
張
と
は
逆
な
の
で
×
。

　

5
は
、「
学
生
の
ふ
る
ま
い
が
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
う
」
と
あ
る
と
こ
ろ
が
1
と
同
様
間
違
い
。
ま
た
「
特
定
の
場
に
お
け
る
ひ
と
や
モ
ノ
や
課
題
の
間
の
関
係
」
が

「
再
現
で
き
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
の
は
傍
線
部
の
理
由
と
は
全
く
無
関
係
な
の
で
×
。

　

正
解　

6　

2

問
3　

空
欄
補
充
問
題　
　

標
準

傍
線
部
Ｂ
「
図
１
の
よ
う
に
」
と
あ
る
が
、
次
に
示
す
の
は
、
四
人
の
生
徒
が
本
文
を
読
ん
だ
後
に
図
1
と
図
2
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
本
文
の
内
容
を

ふ
ま
え
て
、
空
欄
に
入
る
最
も
適
当
な
も
の
を
、
一
つ
選
べ
。

　

セ
ン
タ
ー
試
験
の
現
代
文
で
「
空
欄
補
充
問
題
」
が
出
題
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
な
い
。
し
か
も
、
問
題
文
に
付
さ
れ
た
図
に
つ
い
て
四
人
の
生
徒
の
対
話
が
交
わ

さ
れ
る
中
、
空
欄
に
正
し
い
も
の
を
入
れ
る
設
問
な
の
で
、
完
全
に
新
傾
向
の
問
題
だ
。
こ
れ
は
二
〇
二
一
年
に
、
入
試
改
革
と
し
て
行
わ
れ
る
共
通
テ
ス
ト
を
意
識
し
た
問
題

だ
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
を
解
く
際
に
気
を
つ
け
る
べ
き
は
、

①　

ま
ず
、
本
文
読
解
を
ベ
ー
ス
と
す
る
こ
と
。

②　

次
に
、
問
題
文
の
生
徒
た
ち
の
会
話
の
流
れ
の
中
で
文
脈
判
断
し
て
正
し
い
も
の
を
選
ぶ
こ
と
。
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特
に
今
回
の
場
合
は
、
①
の
本
文
読
解
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
と
、
選
択
肢
を
見
た
時
に
迷
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
傍
線
部
Ｂ
は
第
10
段
落
の
「
図
1
の
よ
う
に
」
に
引
か

れ
て
い
る
が
、
本
文
を
そ
の
ま
ま
読
み
進
め
て
い
こ
う
。

　

こ
こ
で
は
、
具
体
例
と
し
て
「
湯
飲
み
茶
碗
に
持
ち
手
を
つ
け
る
と
珈
琲
カ
ッ
プ
に
な
」
る
こ
と
を
通
じ
て
、
筆
者
は
「
モ
ノ
の
扱
い
方
の
可
能
性
」
が
変
化
す
る
こ
と
を
述

べ
て
い
る
。
ま
と
め
る
と
、

○
具
体
例
（
図
1
）

湯
飲
み
茶
碗
に
持
ち
手
を
つ
け
る
と
珈
琲
カ
ッ
プ
に
な
り
、
指
に
引
っ
掛
け
て
持
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
（
第
10
段
落
）。

　
　
　
　

↓

○
抽
象
化
し
た
結
論

モ
ノ
か
ら
見
て
取
れ
る
モ
ノ
の
扱
い
方
の
可
能
性
、
つ
ま
り
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
情
報
が
変
化
す
る
（
第
10
段
落
）。

モ
ノ
は
そ
の
物
理
的
な
た
た
ず
ま
い
の
中
に
、
モ
ノ
自
身
の
扱
い
方
の
情
報
を
含
ん
で
い
る
…
（
第
11
段
落
）。

ふ
る
ま
い
の
変
化
は
こ
こ
ろ
の
変
化
に
つ
な
が
る
（
第
13
段
落
）。

「
容
器
に
関
し
て
ひ
と
び
と
が
知
覚
可
能
な
現
実
」
そ
の
も
の
が
変
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
第
13
段
落
）。

　

こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
ま
と
め
る
と
、「
モ
ノ
は
形
の
中
に
情
報
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
そ
の
形
を
変
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
扱
い
方
の
可
能
性
が
変
化
し
、

そ
れ
は
同
時
に
知
覚
可
能
な
現
実
そ
の
も
の
が
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
」
と
い
う
こ
と
だ
。「
湯
飲
み
茶
碗
」
が
「
珈
琲
カ
ッ
プ
」
に
形
状
変
化
す
る
こ
と
で
起
こ
る
の
は
、
扱

い
方
（
ふ
る
ま
い
）
の
変
化
で
あ
り
、
同
時
に
こ
こ
ろ
（
知
覚
）
の
変
化
で
も
あ
る
と
い
う
内
容
。

　

問
題
文
の
生
徒
た
ち
の
会
話
の
流
れ
を
見
て
み
よ
う
。
四
人
の
生
徒
た
ち
の
話
し
合
い
の
中
で
、
生
徒
Ｃ
の
会
話
に
空
欄
が
あ
る
。「
デ
ザ
イ
ン
を
変
え
た
ら
扱
い
方
を
必
ず

変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
な
」。
そ
れ
を
受
け
た
生
徒
Ｄ
が
「『
今
あ
る
現
実
の
別
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
知
覚

す
る
こ
と
に
な
る
』
っ
て
こ
と
な
ん
だ
」
と
答
え
て
い
る
。

　

こ
の
文
脈
で
空
欄
に
入
る
内
容
は
、
さ
き
ほ
ど
の
本
文
の
流
れ
で
見
た
よ
う
に
、「
モ
ノ
の
扱
い
方
の
可
能
性
」
に
つ
い
て
で
あ
り
、「
扱
い
方
（
ふ
る
ま
い
）
の
変
化
」
と

「
こ
こ
ろ
（
知
覚
）
の
変
化
」
の
両
方
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

選
択
肢
を
見
る
と
、
そ
の
両
方
に
触
れ
て
お
り
、
正
し
い
も
の
は
5
「
形
を
変
え
る
以
前
と
は
異
な
る
扱
い
方
が
で
き
る
こ
と
に
気
づ
く
」
で
あ
る
。

3
と
4
は
「
扱
い
方
」
に
触
れ
て
な
い
の
で
×
。
1
は
「
各
自
の
判
断
に
任
さ
れ
て
い
る
」
が
×
。
こ
こ
で
は
「
各
自
の
判
断
」
に
つ
い
て
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
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い
。
2
は
「
無
数
の
扱
い
方
が
生
ま
れ
る
」
が
×
。
こ
こ
で
は
変
化
の
数
を
問
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

正
解　

7　

5

問
4　

理
由
説
明
問
題　
　

基
本

傍
線
部
Ｃ
「
こ
の
こ
と
は
人
間
を
記
述
し
理
解
し
て
い
く
上
で
、
大
変
重
要
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
か
。

そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
一
つ
選
べ
。

　

ま
ず
傍
線
部
中
の
指
示
語
の
指
し
示
す
も
の
を
正
確
に
捉
え
る
こ
と
が
大
切
だ
。

●
傍
線
部
中
、
あ
る
い
は
傍
線
部
の
直
前
に
指
示
語
が
あ
る
場
合
、
ま
ず
は
指
示
語
問
題
と
し
て
解
く
。

　

こ
れ
は
セ
ン
タ
ー
現
代
文
で
最
頻
出
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
ど
の
大
学
の
現
代
文
に
お
い
て
も
重
要
な
解
法
の
鉄
則
で
あ
り
、
大
切
な
パ
タ
ー
ン
と
い
え
る
。
傍
線
部
Ｃ
の

冒
頭
の
指
示
語
「
こ
の
」
が
何
を
指
し
示
し
て
い
る
か
と
い
う
と
、

人
間
は
い
わ
ば
人
間
が
「
デ
ザ
イ
ン
し
た
現
実
」
を
知
覚
し
、
生
き
て
き
た

　
　
　

＝

こ
の
（
こ
と
は
…
）

　

こ
こ
で
大
切
な
こ
と
は
、
筆
者
が
「　

」
で
く
く
っ
て
い
る
人
間
が
「
デ
ザ
イ
ン
し
た
現
実
」
が
何
を
意
味
す
る
か
だ
が
、
そ
れ
は
同
じ
第
15
段
落
を
遡
っ
て
い
く
と
記
述
し

て
あ
る
の
で
ま
と
め
て
み
よ
う
。

○
人
間
が
「
デ
ザ
イ
ン
し
た
現
実
」　

私
た
ち
の
住
ま
う
現
実
は
、
…
文
化
的
意
味
と
価
値
に
満
ち
た
世
界
を
生
き
て
い
る
。
そ
れ
は
…
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
な
世
界
で
は
な
い
。
…
文
化
的
実
践
に
よ
っ
て
変
化
す
る
、
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自
分
た
ち
の
身
の
丈
に
合
わ
せ
て
あ
つ
ら
え
ら
れ
た
私
た
ち
の
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
な
現
実
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
内
容
を
ま
と
め
て
あ
り
、
傍
線
部
Ｃ
の
理
由
説
明
に
な
っ
て
い
る
選
択
肢
は
3
だ
。「
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
」
を
「
既
存
」、「
あ
つ
ら
え
ら
れ
た
」
を
「
改
変
」、「
身
の

丈
に
合
わ
せ
て
」
を
「
生
き
や
す
い
よ
う
に
」
と
言
い
換
え
て
あ
る
と
こ
ろ
に
も
注
意
し
た
い
。

　

1
は
、「
現
実
」
を
「
人
間
に
と
っ
て
常
に
工
夫
さ
れ
る
前
の
状
態
」
と
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
が
×
。
人
間
に
と
っ
て
の
現
実
は
、「
自
分
た
ち
の
身
の
丈
に
合
わ
せ
て
あ
つ

ら
え
ら
れ
た
私
た
ち
の
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
」
な
も
の
で
あ
る
。

　

2
は
、「
自
然
の
も
た
ら
す
形
状
の
変
化
に
適
合
し
、
新
た
な
習
慣
を
創
出
し
き
た
」
が
×
。
1
同
様
、
人
間
に
と
っ
て
の
現
実
は
、「
自
分
た
ち
の
身
の
丈
に
合
わ
せ
て
あ

つ
ら
え
ら
れ
た
私
た
ち
の
オ
ー
ダ
ー
メ
イ
ド
」
な
も
の
で
あ
る
。
自
然
の
摂
理
を
工
夫
し
て
乗
り
越
え
て
き
た
の
が
人
間
の
現
実
で
あ
る
。

　

4
は
、「
特
定
の
集
団
」
の
意
味
が
不
明
。
本
文
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
価
値
中
立
的
な
環
境
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
は
、「
文
化
的
意
味
」
や
「
歴
史
」
が
一
意
に
定

ま
っ
た
レ
デ
ィ
メ
イ
ド
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
っ
て
、「
現
実
は
、
特
定
の
集
団
が
～
形
づ
く
ら
れ
た
場
」
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
×
。

　

5
は
、
後
半
の
「
デ
ザ
イ
ン
に
よ
っ
て
～
人
間
の
創
造
す
る
力
を
ふ
ま
え
る
こ
と
が
重
要
」
が
×
。
傍
線
部
冒
頭
の
「
こ
の
こ
と
」
が
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、
人
間
が

「
デ
ザ
イ
ン
し
た
現
実
」
な
の
で
あ
っ
て
、「
人
間
の
創
造
す
る
力
」
で
は
な
い
。
指
示
語
の
指
し
示
す
も
の
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
5
を
選
ん
だ
人
は
も
う
一
度
指

示
語
パ
タ
ー
ン
を
確
認
し
て
ほ
し
い
。

　　

正
解　

8　

3

問
5　

内
容
説
明
問
題　
　

標
準

傍
線
部
Ｄ
「『
心
理
学
（
し
ん
り
ダ
ッ
シ
ュ
が
く
）』
の
必
要
性
」
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
一
つ
選
べ
。

　

第
19
段
落
冒
頭
に
あ
る
傍
線
部
Ｄ
の
直
後
に
「
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
傍
線
部
の
内
容
は
、
次
の
文
か
ら
具
体
的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
で
ま
と
め
て
み

よ
う
。

1　

人
間
の
、
現
実
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
と
い
う
特
質
は
、
人
間
の
本
質
的
で
基
本
的
な
条
件
で
あ
る
。

2　

人
間
性
は
、
社
会
文
化
と
不
可
分
の
セ
ッ
ト
で
成
り
立
っ
て
い
る
。

3　

私
た
ち
の
こ
こ
ろ
の
現
象
は
、
文
化
歴
史
的
条
件
と
不
可
分
の
一
体
で
あ
る
「
心
理
学
」
と
し
て
再
記
述
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。
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4　
「
心
理
学
」
は
「
文
化
心
理
学
」
の
こ
と
で
あ
る
。

5　

1
～
3
の
人
間
の
基
本
的
条
件
が
理
解
さ
れ
た
後
、「　

」
の
記
載
は
必
要
な
く
な
る
。

　

以
上
を
ま
と
め
て
い
る
選
択
肢
は
1
で
あ
る
。「
心
理
学
」
に
「　

」
が
必
要
な
の
は
、
従
来
の
「
心
理
学
」
で
は
捉
え
き
れ
な
い
部
分
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
捉
え

き
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
を
カ
バ
ー
す
る
た
め
に
必
要
な
心
理
学
が
「
心
理
学
」
で
あ
る
と
い
う
主
張
だ
。

　

2
は
、
後
半
の
「
人
間
の
心
理
を
捕
捉
し
て
深
く
検
討
す
る
」
の
が
「
心
理
学
」
で
あ
る
と
い
う
の
が
間
違
い
。「
心
理
学
」
は
、「
捕
捉
」
で
は
な
く
、
文
化
的
歴
史
的

条
件
と
不
可
分
の
も
の
で
あ
る
。

　

3
は
、
後
半
の
「
心
理
学
実
験
室
」
以
下
が
、
本
文
の
内
容
と
全
く
関
係
な
く
異
な
る
の
で
×
。

　

4
は
、
従
来
の
「
心
理
学
」
と
「
心
理
学
」
と
を
比
較
し
て
、「
心
理
学
」
の
方
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
い
る
点
が
×
。
筆
者
は
、
二
つ
の
心
理
学
の
違
い
を
必
要
度
の
違

い
で
論
じ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
本
質
的
に
違
う
も
の
と
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
現
時
点
で
は
「
心
理
学
」
こ
そ
が
、
人
間
の
本
質
的
で
基
本
的
な
条
件
で
あ
る
「
現
実
を

デ
ザ
イ
ン
す
る
」
と
い
う
特
質
を
ふ
ま
え
た
学
と
い
え
る
。

　

5
は
、「
人
間
の
心
性
」
と
「
変
化
す
る
現
実
」
と
を
「
集
合
体
と
し
て
考
え
て
い
く
」
の
が
「
心
理
学
」
と
し
て
い
る
こ
と
が
間
違
い
。「
人
間
の
心
性
（
こ
こ
ろ
の
現

象
）」
は
、「
文
化
的
歴
史
的
条
件
と
不
可
分
」
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
心
性
と
文
化
と
を
一
体
化
し
て
考
え
る
の
が
「
心
理
学
」
で
あ
る
。
人
間
の
「
現
実
」
と
い
う
の
は
、

人
間
が
デ
ザ
イ
ン
し
た
も
の
で
あ
り
、「
人
間
の
本
質
的
で
基
本
的
な
条
件
」
の
こ
と
で
あ
る
。

　

正
解　

9　

1

問
6　

文
章
の
表
現
と
構
成
を
問
う
問
題　
　

ⅰ　

応
用　
　

ⅱ　

応
用

ⅰ　

こ
の
文
章
の
第
1
～
8
段
落
の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
一
つ
選
べ
。

　
「
適
当
で
な
い
も
の
」
と
い
う
点
を
見
落
と
さ
な
け
れ
ば
、「
消
去
法
」
で
解
け
る
。

　

1
は
、
書
か
れ
て
い
る
と
お
り
第
1
段
落
は
、
会
話
文
か
ら
始
ま
っ
て
状
況
説
明
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
本
文
で
確
認
で
き
る
。
特
に
問
題
の
な
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
の

で
、
正
解
で
は
な
い
。

　

2
は
、「
音
声
の
物
理
的
な
現
象
面
に
着
目
」
の
箇
所
が
検
討
材
料
だ
が
、
講
義
の
語
り
の
部
分
は
、
確
か
に
「
音
声
の
物
理
的
な
現
象
」
と
言
え
る
の
で
問
題
な
い
。
こ
れ
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も
正
解
で
は
な
い
。

　

3
の
「
新
し
い
古
典
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
第
6
段
落
に
は
な
い
の
で
、
正
し
い
説
明
か
ど
う
か
判
断
は
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
い
っ
た
ん
保
留
し
て
次
の
4
を
検
討
す
る
。

　

4
は
、
第
8
段
落
の
「
私
た
ち
」
に
つ
い
て
の
説
明
だ
が
、
こ
こ
で
筆
者
が
「
私
た
ち
」
と
い
う
主
語
を
使
っ
た
の
は
、
広
く
人
間
全
体
の
こ
れ
ま
で
の
活
動
に
つ
い
て
述

べ
た
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
第
5
・
6
段
落
中
で
も
、「
こ
れ
ま
で
私
た
ち
は
こ
の
こ
と
ば
を
拡
張
し
た
意
味
に
用
い
て
き
た
」「
私
た
ち
が
デ
ザ
イ
ン
と
い
う
概
念
を
ど

う
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
示
そ
う
と
思
う
」
な
ど
と
使
わ
れ
て
お
り
、
第
8
段
落
に
お
い
て
使
わ
れ
た
「
私
た
ち
」
が
「
筆
者
と
読
者
と
を
一
体
化
し
て
扱
い
、
筆
者
の

主
張
に
読
者
を
巻
き
込
む
」
と
い
う
ほ
ど
の
特
別
な
効
果
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
が
適
当
で
な
い
と
判
断
で
き
る
の
で
正
解
と
な
る
。

　

翻
っ
て
、
3
の
「
新
し
い
古
典
」
に
つ
い
て
の
説
明
は
正
し
い
と
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
筆
者
が
本
当
に
選
択
肢
に
書
か
れ
た
意
味
で
「
新
し
い
古
典
」
と
い
う
言
葉

を
使
っ
た
か
ど
う
か
百
パ
ー
セ
ン
ト
本
文
を
根
拠
と
し
て
正
し
い
と
言
え
な
い
と
こ
ろ
が
や
や
疑
問
で
は
あ
る
。

　

正
解　

10　

4

ⅱ　

こ
の
文
章
の
構
成
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
一
つ
選
べ
。

　

こ
の
設
問
に
関
し
て
は
、
問
2
・
問
3
の
解
説
で
も
ふ
れ
た
よ
う
に
、
筆
者
は
個
別
の
例
を
提
示
し
て
具
体
的
に
述
べ
た
後
に
、
抽
象
度
を
高
め
て
そ
の
例
を
捉
え
直
し
て
主

張
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
お
り
、
正
解
は
4
と
わ
か
る
。

　

1
は
、「
最
後
に
該
当
例
を
挙
げ
て
統
括
を
行
っ
て
い
る
」
が
×
。
そ
ん
な
こ
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。

　

2
は
、
4
の
説
明
と
紛
ら
わ
し
い
が
、
個
別
の
具
体
例
の
「
共
通
点
」
→
「
一
般
化
」
し
た
結
論
、
と
い
う
形
で
主
張
を
提
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
筆
者
の
主
張
に

そ
っ
た
個
別
の
例
が
先
に
提
示
さ
れ
た
の
ち
、
抽
象
度
を
高
め
た
論
を
展
開
し
て
い
る
と
い
う
流
れ
に
な
っ
て
い
る
。

　

3
は
、「
結
論
部
で
反
対
意
見
へ
の
反
論
と
統
括
と
を
行
っ
て
い
る
」
が
×
。
こ
う
し
た
こ
と
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。

　

正
解　

11　

4
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第
2
問　

小
説　
　

井い
の
う
え上

荒あ
れ

野の 「
キ
ュ
ウ
リ
い
ろ
い
ろ
」（『
キ
ャ
ベ
ツ
炒
め
に
捧
ぐ
』
よ
り
）

［
総　

括
﹈

　

第
2
問
の
小
説
は
、
五
年
連
続
で
女
流
作
家
の
作
品
で
あ
り
、
設
問
数
、
設
問
形
式
は
昨
年
ど
お
り
。
文
字
数
も
昨
年
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。
作
者
の
井
上
荒
野
は
現
在
活
躍
中
で

あ
り
、
文
章
や
内
容
か
ら
受
け
る
印
象
は
、
昨
年
の
野
上
弥
生
子
の
よ
う
な
古
び
た
感
じ
は
し
な
い
も
の
の
、
夫
と
子
を
亡
く
し
た
妻
の
心
境
を
中
心
と
し
た
内
容
で
、
受
験
生
に
は

な
か
な
か
共
感
は
得
ら
れ
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。

　

問
1
の
語
句
の
問
題
は
、「
本
文
中
に
お
け
る
意
味
」
を
問
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
辞
書
に
載
っ
て
い
る
慣
用
表
現
で
あ
り
、
語
彙
力
が
試
さ
れ
た
。
問
2
は
夫
と
の
関
係
を

把
握
し
た
上
で
、
郁
子
の
心
情
を
正
確
に
捉
え
る
問
題
。
問
3
も
電
車
で
の
出
来
事
を
通
じ
た
郁
子
の
心
情
を
問
う
問
題
。
問
4
も
郁
子
の
心
情
を
問
う
問
題
だ
が
、
紛
ら
わ
し
い
選

択
肢
が
あ
る
の
で
注
意
し
た
い
。
問
5
の
理
由
説
明
問
題
は
選
択
肢
が
三
行
あ
る
問
題
で
、
要
素
が
多
く
、
ま
た
問
4
と
同
様
紛
ら
わ
し
い
選
択
肢
が
あ
る
の
で
、
丁
寧
に
解
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
問
題
。
問
6
は
適
当
で
な
い
も
の
を
二
つ
選
ぶ
出
題
形
式
で
あ
り
、
選
択
肢
に
書
か
れ
た
内
容
を
本
文
で
確
認
し
て
消
去
法
で
解
く
問
題
で
あ
っ
た
。

［
解　

説
﹈

問
１　

語
句
問
題　
　

ア　

標
準　
　

イ　

応
用　
　

ウ　

基
本

傍
線
部
ア
～
ウ
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

　
「
本
文
中
に
お
け
る
意
味
」
を
問
う
問
題
で
は
あ
る
が
、
あ
く
ま
で
「
辞
書
の
定
義
を
優
先
し
て
解
く
」
と
い
う
の
は
例
年
ど
お
り
の
鉄
則
パ
タ
ー
ン
。
文
脈
判
断
に
頼
る
と

間
違
え
る
可
能
性
が
あ
る
問
題
が
出
題
さ
れ
る
の
で
、
今
年
の
問
題
に
限
ら
ず
、
こ
う
し
た
慣
用
表
現
に
は
日
ご
ろ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
媒
体
を
通
し
て
慣
れ
親
し
ん
で
お
き
、
語

彙
力
を
増
強
し
て
ほ
し
い
。
下
手
に
文
脈
に
戻
し
て
判
断
す
る
と
間
違
え
る
可
能
性
が
で
る
問
題
が
出
題
さ
れ
て
い
る
。

　

ア
の
「
腹
に
据
え
か
ね
た
」
は
、「
心
中
の
怒
り
を
抑
え
き
れ
な
い
。
我
慢
が
で
き
な
い
」
の
意
で
、
2
「
我
慢
が
で
き
な
か
っ
た
」
が
正
解
。
文
脈
的
に
は
、
1
の
「
本

心
を
隠
し
き
れ
な
か
っ
た
」
や
、
5
の
「
気
持
ち
が
静
ま
ら
な
か
っ
た
」
な
ど
も
入
る
が
、
こ
こ
は
あ
く
ま
で
辞
書
の
定
義
ど
お
り
の
解
答
に
な
る
。

　

イ
の
「
戦お

の
の

き
な
が
ら
」
は
、「
恐
怖
や
不
安
な
ど
で
震
え
る
」
の
意
で
、
こ
こ
で
は
5
「
ひ
る
ん
で
お
び
え
な
が
ら
」
が
正
解
。「
恐
怖
に
お
の
の
く
」
な
ど
と
使
う
。
2

の
「
驚
い
て
う
ろ
た
え
な
が
ら
」
が
紛
ら
わ
し
い
が
、
辞
書
の
定
義
と
し
て
、
こ
う
し
た
意
味
は
な
い
。

　

ウ
の
「
枷か

せ

が
外
れ
る
」
の
「
枷
」
は
、「
行
動
や
心
理
の
妨
げ
に
な
る
も
の
」
の
意
味
な
の
で
、「
枷
が
外
れ
る
」
は
5
「
制
約
が
な
く
な
る
」
が
正
解
で
あ
る
。
こ
こ
で
も

他
の
選
択
肢
は
文
脈
的
に
入
る
と
思
っ
て
も
、
辞
書
の
定
義
に
照
ら
す
と
間
違
っ
て
い
る
の
で
×
。
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正
解　

ア　

12　

2　
　

イ　

13　

5　
　

ウ　

14　

5

問
2　

理
由
説
明
問
題　
　

標
準

傍
線
部
Ａ
「
写
真
の
俊
介
が
苦
笑
し
た
よ
う
に
見
え
た
。」
と
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
郁
子
に
見
え
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
一
つ
選
べ
。

　

今
回
の
セ
ン
タ
ー
小
説
は
、
全
文
で
は
な
く
、
原
典
の
一
節
か
ら
の
出
題
の
た
め
、
前
書
き
で
説
明
さ
れ
て
い
る
場
面
状
況
を
捉
え
て
か
ら
読
解
を
開
始
す
る
必
要
が
あ
る
。

　

前
書
き
に
よ
る
と
、
三
十
五
年
前
に
息
子
を
亡
く
し
た
主
人
公
郁
子
が
、
以
来
夫
婦
二
人
暮
ら
し
を
経
て
、
夫
が
亡
く
な
っ
た
次
の
年
に
初
め
て
迎
え
る
お
盆
の
場
面
か
ら
始

ま
る
出
来
事
を
描
い
て
い
る
。
傍
線
部
Ａ
に
出
て
く
る
「
写
真
」
と
は
、
亡
く
な
っ
た
夫
俊
介
の
写
っ
た
も
の
だ
。
そ
の
夫
と
の
間
で
は
、
三
十
五
年
前
に
亡
く
な
っ
た
息
子
を

巡
っ
て
の
葛
藤
が
あ
っ
た
こ
と
が
冒
頭
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
。
冒
頭
か
ら
傍
線
部
Ａ
ま
で
の
話
の
流
れ
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

　　

郁
子
は
亡
く
な
っ
た
息
子
に
帰
っ
て
き
て
ほ
し
く
て
、
毎
年
キ
ュ
ウ
リ
で
馬
を
作
っ
て
き
た
。
そ
れ
は
迷
信
だ
っ
た
が
、
郁
子
は
息
子
が
あ
の
世
か
ら
帰
っ
て
き
て
一
緒
に
連

れ
て
い
っ
て
ほ
し
か
っ
た
。
し
か
し
、
夫
は
そ
の
姿
を
見
て
、
か
ら
か
っ
て
き
た
の
で
、
郁
子
は
腹
を
立
て
て
は
憎
ま
れ
口
を
た
た
い
て
き
た
。
い
ち
ど
だ
け
夫
が
「
別
れ
よ
う

か
」
と
言
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、「
絶
対
に
別
れ
な
い
」
と
言
う
郁
子
だ
っ
た
が
、
自
分
を
置
い
て
亡
く
な
っ
た
夫
の
こ
と
を
「
逃
げ
た
」
と
感
じ
た
郁
子
は
悲
し
み
以
上
に

「
怒
り
」
を
覚
え
た
。
そ
し
て
今
、
亡
く
な
っ
た
夫
と
息
子
の
写
真
を
見
な
が
ら
、
キ
ュ
ウ
リ
の
馬
を
二
人
分
作
っ
た
郁
子
は
、
夫
の
写
真
を
見
な
が
ら
「
馬
に
乗
っ
て
き
て
、

そ
の
ま
ま
ず
っ
と
わ
た
し
の
そ
ば
に
い
れ
ば
い
い
」
と
思
う
。

　

こ
う
し
た
話
の
流
れ
の
あ
と
に
、
傍
線
部
Ａ
が
き
て
い
る
。
こ
こ
で
「
写
真
の
俊
介
が
苦
笑
し
た
よ
う
に
見
え
た
」
理
由
が
問
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、「
そ
の
よ
う
に
郁
子

に
見
え
た
」
理
由
が
問
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。

　

郁
子
の
こ
の
場
面
で
の
心
情
は
、
直
前
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
馬
に
乗
っ
て
き
て
、
そ
の
ま
ま
ず
っ
と
わ
た
し
の
そ
ば
に
い
れ
ば
い
い
」
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

を
夫
が
生
き
て
い
て
聞
い
た
な
ら
ば
、
ま
た
い
つ
も
の
よ
う
に
か
ら
か
う
の
で
あ
ろ
う
が
、
亡
く
な
っ
て
い
る
夫
は
写
真
の
中
で
「
苦
笑
し
た
よ
う
に
見
え
た
」。
つ
ま
り
、
郁

子
の
目
に
は
、
か
な
う
こ
と
も
な
い
わ
が
ま
ま
な
お
願
い
を
す
る
自
分
の
こ
と
を
夫
は
あ
き
れ
つ
つ
も
笑
っ
て
許
し
て
く
れ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
思
い
で
写
真
を
見
た
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
う
し
た
説
明
に
な
っ
て
い
る
の
は
3
。

　

1
は
、「
夫
を
今
も
憎
ら
し
く
思
っ
て
い
る
」
が
本
文
か
ら
読
み
取
れ
な
い
。
夫
が
亡
く
な
っ
た
時
に
は
「
怒
り
」
が
あ
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
が
、
一
年
経
っ
た
現
在
は
夫

に
息
子
と
も
ど
も
帰
っ
て
き
て
ほ
し
い
と
思
っ
て
い
る
。
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2
は
、「
夫
は
後
ろ
め
た
さ
を
感
じ
な
が
ら
」
の
箇
所
が
間
違
っ
て
い
る
。
夫
が
「
後
ろ
め
た
さ
」
を
感
じ
る
理
由
も
な
く
、
本
文
か
ら
も
読
み
取
れ
な
い
。

　

正
解
の
3
は
、「
か
つ
て
は
息
子
の
元
へ
行
き
た
い
と
言
い
、
今
は
息
子
も
夫
も
自
分
の
そ
ば
に
い
て
ほ
し
い
」
と
言
う
「
身
勝
手
」
さ
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
、

ま
ず
確
認
し
よ
う
。
後
半
の
「
夫
は
あ
き
れ
つ
つ
受
け
入
れ
て
笑
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
説
明
は
郁
子
の
心
情
と
し
て
適
し
て
い
る
。
問
題
な
く
正
解
。

　

4
は
、
紛
ら
わ
し
い
選
択
肢
だ
が
、「
夫
は
今
も
皮
肉
交
じ
り
に
笑
っ
て
い
る
だ
ろ
う
」
と
す
る
根
拠
に
欠
け
る
。
3
と
の
違
い
は
、
夫
の
「
苦
笑
」
が
自
分
の
身
勝
手
さ

を
「
受
け
入
れ
て
」
く
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
た
だ
「
皮
肉
交
じ
り
」
の
も
の
な
の
か
の
判
断
だ
。

○
苦
笑
＝
心
の
中
で
は
、
と
ま
ど
い
や
不
快
の
気
持
ち
を
も
ち
な
が
ら
も
、
事
態
を
受
け
入
れ
て
仕
方
な
く
笑
う
こ
と
。

　

こ
の
「
苦
笑
」
の
定
義
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
正
解
の
3
の
よ
う
に
「
あ
き
れ
つ
つ
受
け
入
れ
て
笑
っ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
」
と
郁
子
に
は
見
え
た
と
判
断
す
べ
き
だ
。「
以
前

か
ら
か
っ
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
、
夫
は
今
も
皮
肉
交
じ
り
に
笑
っ
て
い
る
」
の
で
は
、「
苦
笑
」
に
見
え
る
と
い
う
表
現
は
お
か
し
い
。

　

5
は
、「
夫
に
甘
え
続
け
て
い
た
こ
と
に
今
さ
ら
気
づ
い
た
自
分
」
と
い
う
説
明
が
間
違
い
。
郁
子
は
そ
ん
な
ふ
う
に
自
分
を
捉
え
て
い
な
い
。

　

正
解　

15　

3

問
3　

心
情
説
明
問
題　
　

応
用

傍
線
部
Ｂ
「
少
し
離
れ
た
場
所
に
座
っ
て
い
た
若
い
女
性
が
ぱ
っ
と
立
ち
上
が
り
、
わ
ざ
わ
ざ
郁
子
を
呼
び
に
来
て
、
席
を
譲
っ
て
く
れ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
出
来
事

を
き
っ
か
け
に
し
た
郁
子
の
心
の
動
き
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
一
つ
選
べ
。

　

こ
れ
も
問
2
同
様
、
郁
子
の
置
か
れ
て
い
る
場
面
状
況
を
し
っ
か
り
捉
え
る
こ
と
が
大
切
だ
。「
こ
の
出
来
事
を
き
っ
か
け
に
し
た
郁
子
の
心
の
動
き
」
が
問
わ
れ
て
い
る
の

で
、
傍
線
部
Ｂ
以
降
の
内
容
を
押
さ
え
て
い
く
。
42
～
47
行
目
に
書
か
れ
て
い
る
三
十
数
年
前
の
同
じ
よ
う
な
出
来
事
の
回
想
を
正
確
に
捉
え
ら
れ
れ
ば
正
解
に
至
る
。
選
択
肢

を
検
討
し
て
い
こ
う
。

　

1
は
、「
三
十
数
年
前
に
も
年
配
の
夫
婦
が
席
を
譲
っ
て
く
れ
た
こ
と
を
思
い
起
こ
し
」
の
部
分
は
ま
ず
正
し
い
。
次
に
、「
他
人
に
も
わ
か
る
ほ
ど
妊
娠
中
の
妻
を
気
遣
っ

て
い
た
夫
」
も
正
し
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
は
読
み
間
違
い
が
起
こ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
気
を
つ
け
よ
う
。

　
「
他
人
に
も
わ
か
る
ほ
ど
」
と
い
う
語
句
は
「
気
遣
っ
て
い
た
」
に
か
か
っ
て
い
る
。
こ
こ
を
「
他
人
に
も
わ
か
る
ほ
ど
妊
娠
中
」
と
取
り
間
違
え
て
し
ま
う
と
×
に
す
る
可
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能
性
が
出
て
く
る
の
で
注
意
だ
。
本
文
で
は
、「
郁
子
の
お
腹
は
ま
だ
ほ
と
ん
ど
目
立
た
な
い
頃
だ
っ
た
」
と
書
い
て
あ
る
。
そ
こ
で
、「
他
人
に
も
わ
か
る
ほ
ど
妊
娠
中
」
で
は

な
い
と
し
て
×
す
る
受
験
生
が
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
は
、
47
行
目
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、「
奥
さ
ん
じ
ゃ
な
く
て
ご
主
人
の
様
子
を
見
て
い
れ
ば
わ
か
り
ま
す
」
と

い
う
箇
所
の
説
明
と
し
て
、「
他
人
に
も
わ
か
る
ほ
ど
（
妊
娠
中
の
妻
を
）
気
遣
っ
て
い
た
夫
」
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
。

　

そ
し
て
最
後
の
「
そ
の
気
遣
い
を
受
け
て
い
た
あ
の
頃
の
自
分
に
思
い
を
は
せ
て
い
る
」
と
い
う
説
明
も
正
し
い
の
で
、
こ
れ
が
正
解
だ
。

　

2
は
、
最
後
の
「
物
足
り
な
く
思
っ
て
い
る
」
が
本
部
に
根
拠
の
な
い
説
明
で
×
。

　

3
は
、「
若
く
て
頼
り
な
か
っ
た
夫
の
こ
と
を
懐
か
し
ん
で
い
る
」
が
×
。
正
解
の
1
で
見
た
よ
う
に
、
夫
は
妊
娠
し
た
郁
子
の
こ
と
を
と
て
も
気
遣
っ
て
い
た
の
で
あ
り
、

「
若
く
て
頼
り
な
か
っ
た
」
と
い
う
説
明
は
当
た
ら
な
い
。

　

4
は
、「
不
思
議
な
巡
り
合
わ
せ
を
新
鮮
に
感
じ
て
い
る
」
と
い
う
説
明
が
×
。
こ
こ
で
の
中
心
は
、
か
つ
て
の
夫
と
自
分
の
様
子
を
回
想
す
る
こ
と
で
あ
り
、
巡
り
合
わ
せ

に
対
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　

5
は
、「
時
の
流
れ
を
実
感
し
て
い
る
」
が
×
。
4
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
「
時
の
流
れ
」
を
実
感
す
る
こ
と
が
郁
子
の
心
の
動
き
の
中
心
で
は
な
い
。

　

正
解　

16　

1

問
4　

心
情
説
明
問
題　
　

標
準

傍
線
部
Ｃ
「
郁
子
は
ま
る
で
見
知
ら
ぬ
誰
か
を
見
る
よ
う
に
そ
れ
ら
を
眺
め
、
そ
れ
が
紛
れ
も
な
い
自
分
と
夫
で
あ
る
こ
と
を
何
度
で
も
た
し
か
め
た
。」
と
あ
る
が
、
そ

の
時
の
郁
子
の
心
情
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
一
つ
選
べ
。

　

郁
子
の
眺
め
た
写
真
に
つ
い
て
の
説
明
は
56
行
目
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
十
数
枚
の
写
真
を
見
な
が
ら
、
郁
子
の
感
じ
た
こ
と
は
、「
強
い
驚
き
」
だ
っ
た
。

○
息
子
を
亡
く
し
た
後
の
、
悲
し
み
に
く
れ
た
辛
く
苦
し
い
二
人
の
生
活

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⇔　

二
つ
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
に
「
強
い
驚
き
」
を
感
じ
る

○
写
真
に
写
っ
て
い
る
幸
福
そ
う
な
夫
の
顔
や
郁
子
自
身
の
微
笑
、
と
い
う
紛
れ
も
な
い
事
実



－ 13 －

2018 年度センター試験　現代文

　

こ
こ
で
見
ら
れ
る
ギ
ャ
ッ
プ
か
ら
、
傍
線
部
Ｃ
に
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
写
真
に
写
っ
て
い
る
夫
と
自
分
の
姿
は
「
ま
る
で
見
知
ら
ぬ
誰
か
」
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
わ
け

で
あ
る
。
正
解
は
4
。
ま
ず
、
前
半
は
正
し
い
事
実
に
関
す
る
説
明
で
問
題
な
い
。
そ
れ
に
続
く
「
自
分
も
夫
も
知
ら
ず
知
ら
ず
幸
福
に
向
か
っ
て
生
き
よ
う
と
し
て
い
た
」

が
、
本
文
の
「
植
物
が
伸
び
る
よ
う
に
人
間
は
生
き
て
い
く
以
上
は
笑
お
う
と
す
る
も
の
だ
」
に
対
応
し
て
い
て
OK
。
そ
し
て
、
写
真
に
写
る
自
分
た
ち
の
笑
顔
を
見
て
ギ
ャ
ッ

プ
を
感
じ
「
強
い
驚
き
」
を
覚
え
た
説
明
と
し
て
「
思
い
が
け
な
い
も
の
だ
っ
た
」
と
い
う
点
も
本
文
に
合
致
す
る
。

　

1
は
、
後
半
の
「
そ
こ
に
は
ど
こ
か
の
幸
せ
な
夫
婦
が
写
っ
て
い
る
と
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
」
が
×
。
傍
線
部
Ｃ
に
あ
る
よ
う
に
、
強
い
驚
き
に
襲
わ
れ
た
郁
子
は
、
写

真
を
何
度
も
眺
め
た
後
に
「
そ
れ
が
紛
れ
も
な
い
自
分
と
夫
で
あ
る
こ
と
を
何
度
で
も
た
し
か
め
た
」
と
あ
る
の
で
、
最
終
的
に
は
写
真
は
自
分
た
ち
夫
婦
で
あ
る
こ
と
を
確
認

し
て
い
る
。

　

2
は
、「
案
外
自
分
も
同
様
に
振
る
舞
い
、
夫
に
同
調
し
て
い
た
」
が
×
。
そ
う
し
た
こ
と
を
認
識
し
、「
思
い
知
っ
た
」
わ
け
で
は
な
い
。
郁
子
に
は
写
真
の
自
分
た
ち
は

ま
る
で
他
人
に
し
か
思
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

3
は
、「
時
に
は
夫
の
た
く
ま
し
さ
に
助
け
ら
れ
」
が
本
文
に
根
拠
が
な
い
。
ま
た
、「
写
真
に
写
っ
た
自
分
た
ち
の
そ
の
よ
う
な
様
子
は
容
易
に
は
受
け
入
れ
が
た
く
思
わ

れ
た
」
も
完
全
に
お
か
し
い
。

　

5
は
、
前
半
は
正
し
い
説
明
だ
が
、「
互
い
に
傷
つ
け
合
っ
た
記
憶
が
あ
ざ
や
か
で
あ
る
だ
け
に
」
と
い
う
原
因
の
箇
所
が
本
文
に
な
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
の
で
×
。
選
択

肢
中
に
置
け
る
因
果
関
係
に
は
、
十
分
注
意
し
て
解
答
し
よ
う
。

○ 

選
択
肢
の
説
明
が
、「
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
、
間
違
っ
た
原
因
」
か
ら
結
果
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
場
合
、
そ
の
結
果
の
説
明
が
い
く
ら
正
し
く
て
も
×

に
な
る
。

　

正
解　

17　

4

問
5　

理
由
説
明
問
題　
　

応
用

傍
線
部
Ｄ
「
そ
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
と
郁
子
は
答
え
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
答
え
た
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
一
つ
選
べ
。

　

三
行
に
わ
た
る
選
択
肢
な
の
で
、
一
つ
一
つ
の
要
素
を
注
意
深
く
本
文
と
対
照
さ
せ
て
正
解
に
至
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
は
い
く
つ
か
紛
ら
わ
し
い
選
択
肢
が
あ
る
の
で
、
消

去
法
で
解
い
て
い
こ
う
。
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1
は
、「
夫
の
実
家
の
あ
る
町
並
み
を
経
て
～
そ
の
幻
の
あ
ま
り
の
あ
ざ
や
か
さ
か
ら
」
ま
で
は
問
題
な
い
。
し
か
し
、
最
後
の
「
夫
を
い
と
お
し
む
心
の
強
さ
を
あ
ら
た
め

て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
の
箇
所
が
×
。
こ
こ
ま
で
の
問
い
の
解
説
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
本
文
中
に
描
か
れ
て
い
る
郁
子
は
、
生
前
の
夫
に
対
し
て
単
純
に
「
い
と
お
し

む
心
の
強
さ
」
だ
け
を
持
っ
て
生
き
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
息
子
の
死
と
い
う
も
の
に
遭
遇
し
て
、
夫
に
腹
を
立
て
た
り
、
ま
た
夫
の
死
に
怒
り
を
覚
え
た

り
し
な
が
ら
、
心
に
葛
藤
を
抱
え
な
が
ら
生
き
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
1
は
×
。

　

2
も
、「
自
分
の
心
が
過
去
に
向
け
ら
れ
～
夫
の
姿
が
今
や
生
き
生
き
と
よ
み
が
え
り
」
ま
で
は
問
題
な
い
が
、「
大
切
な
こ
と
は
記
憶
の
中
に
あ
る
の
だ
と
認
識
す
る
こ
と

が
で
き
た
」
が
間
違
い
。
郁
子
は
、
過
去
の
回
想
や
記
憶
に
頼
っ
て
生
き
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
107
行
目
に
書
か
れ
て
い
る
、「
ず
っ
と
長
い
間
―
―
夫
を
憎
ん
だ

り
責
め
た
り
し
て
い
る
間
も
―
―
自
分
の
中
に
保
存
さ
れ
て
い
た
」
と
い
う
描
写
は
、
郁
子
が
夫
と
過
ご
し
て
き
た
長
い
時
間
の
積
み
重
ね
を
実
感
し
た
と
い
う
こ
と
の
説
明
な

の
で
、　
「
大
切
な
こ
と
は
記
憶
の
中
に
あ
る
」
の
で
は
な
く
、「
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
時
の
積
み
重
ね
の
中
に
こ
そ
二
人
の
大
切
な
こ
と
が
あ
る
」
と
郁
子
は
知
っ
た
の
で
あ
る
。

　

3
が
正
解
の
選
択
肢
だ
。
前
半
～
中
盤
ま
で
問
題
な
い
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
中
で
も
「
夫
の
若
々
し
い
姿
が
自
分
の
中
に
刻
ま
れ
て
い
た
こ
と
に
気
が
つ
い
た
」
の

箇
所
と
、
後
半
の
「
そ
の
よ
う
な
自
分
た
ち
夫
婦
の
時
間
の
積
み
重
な
り
を
実
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
の
箇
所
が
本
文
の
104
～
109
行
目
ま
で
の
描
写
内
容
と
一
致
す
る
。

　

4
は
、「
よ
う
や
く
許
す
心
境
に
達
し
」
が
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
で
×
。
ま
た
、「
自
分
の
新
し
い
人
生
の
始
ま
り
を
予
感
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
説
明
も
本
文
か

ら
は
ま
っ
た
く
読
み
取
れ
な
い
の
で
×
。

　

5
は
、「
今
は
彼
の
こ
と
を
い
た
わ
っ
て
あ
げ
た
い
と
い
う
穏
や
か
な
心
境
に
な
っ
た
」
が
本
文
か
ら
読
み
取
れ
な
い
説
明
で
×
。
ま
た
「
自
分
と
夫
は
重
苦
し
い
夫
婦
生
活

か
ら
よ
う
や
く
解
放
さ
れ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
若
き
夫
の
幻
に
よ
っ
て
確
信
す
る
こ
と
が
で
き
た
」
も
ま
っ
た
く
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
で
×
。

　

正
解　

18　

3

問
6　

表
現
に
関
す
る
説
明
問
題　
　

応
用

こ
の
文
章
の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
二
つ
選
べ
。（
順
不
同
）

　
「
適
当
で
な
い
も
の
」
を
選
ぶ
問
題
な
の
で
、「
消
去
法
」
で
解
い
て
い
こ
う
。

○
セ
ン
タ
ー
小
説
の
「
文
章
の
表
現
に
関
す
る
説
明
」
問
題
の
解
法

　

選
択
肢
中
の
「
○
行
目
の
『
○
○
』
は
」
の
箇
所
は
正
し
い
の
で
、
と
に
か
く
指
示
さ
れ
た
該
当
行
に
戻
っ
て
本
文
を
読
み
、
選
択
肢
に
書
か
れ
て
い
る
判
断
が
正
し
い
か
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ど
う
か
を
検
討
し
、
○
×
（
時
に
△
）
を
付
け
て
「
消
去
法
」
で
解
い
て
い
こ
う
。

　

ま
た
、「
二
つ
選
べ
」
と
あ
る
場
合
は
、
一
つ
は
易
し
く
、
も
う
一
つ
が
難
し
い
、
と
い
う
場
合
が
多
い
の
で
、
特
に
二
つ
目
の
正
解
を
選
ぶ
と
き
、
も
う
一
度
す
べ
て
の

選
択
肢
を
見
直
す
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。

　

1
は
、「『　

』
の
な
い
部
分
は
郁
子
の
思
考
の
流
れ
に
沿
っ
て
文
章
が
展
開
し
て
い
る
」
と
い
う
箇
所
が
検
討
箇
所
に
な
る
。
本
文
を
見
る
と
、
た
し
か
に
「　

」
の
な
い

部
分
は
、「
郁
子
の
思
考
の
流
れ
に
沿
っ
て
文
章
が
展
開
し
て
い
る
」
と
言
え
る
の
で
正
し
い
。

　

2
は
、「
こ
れ
は
郁
子
の
そ
の
場
で
の
率
直
な
思
い
で
あ
る
こ
と
を
印
象
づ
け
る
表
現
で
あ
る
」
が
検
討
箇
所
。「
郁
子
」
と
三
人
称
的
に
書
く
よ
り
も
、「
わ
た
し
」
と
い
う

一
人
称
を
使
っ
た
方
が
、
よ
り
主
体
と
し
て
の
率
直
な
思
い
を
印
象
づ
け
ら
れ
る
の
は
間
違
い
な
い
の
で
、
正
し
い
。

　

3
は
、「（　

）
の
中
に
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
内
容
が
他
人
に
隠
し
た
い
郁
子
の
本
音
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
」
が
検
討
箇
所
。
該
当
の
行
に
戻
っ
て
郁
子

の
心
情
を
見
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
56
・
57
行
目
の
（　

）
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
郁
子
の
本
音
と
言
え
る
も
の
だ
。
内
容
的
に
見
て
も
同
級
生
（
石
井
さ
ん
）
か
ら
の
希

望
に
反
す
る
写
真
を
持
っ
て
き
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で
は
「
隠
し
た
い
郁
子
の
本
音
」
で
あ
る
と
判
定
で
き
る
。
次
に
、
87
行
目
の
箇
所
は
、
石
井
さ
ん
の
こ
ぐ
自
転
車
に
二
人

乗
り
を
さ
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
郁
子
の
本
音
を
吐
露
し
た
も
の
。
こ
こ
で
（　

）
の
中
に
書
か
れ
て
い
る
の
は
、
さ
す
が
に
初
対
面
の
男
性
の
腰
に
腕
を
巻
き
つ
け
る
こ
と
は
恥

ず
か
し
く
て
で
き
な
い
と
い
う
本
音
で
あ
り
、
そ
れ
は
相
手
に
も
隠
し
た
い
も
の
だ
と
判
断
で
き
る
。
最
後
に
、
97
行
目
だ
が
、
こ
こ
が
間
違
っ
て
い
る
。（　

）
の
中
に
書
か

れ
て
い
る
の
は
、
石
井
さ
ん
の
好
意
に
感
謝
し
た
と
い
う
郁
子
の
心
情
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
本
音
だ
と
し
て
も
「
隠
し
た
い
」
わ
け
で
は
な
い
は
ず
な
の
で
、
間
違
っ
た
説
明

と
い
え
る
。
こ
れ
が
一
つ
目
の
正
解
。

　

4
は
、「
こ
れ
に
よ
っ
て
、
夫
の
さ
ま
ざ
ま
な
姿
に
郁
子
が
気
づ
い
た
と
い
う
こ
と
が
表
現
さ
れ
て
い
る
」
が
検
討
箇
所
だ
が
、
こ
れ
は
特
に
問
題
な
く
正
し
い
説
明
と
言
え

る
。

　

5
は
、
86
行
目
の
「
名
所
旧
跡

0

0

0

0

」
に
付
け
ら
れ
た
「
傍
点
は
、
石
井
が
、
あ
え
て
本
来
の
意
味
を
離
れ
、
冗
談
め
か
し
て
こ
の
語
を
使
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
」
の
箇
所

が
検
討
箇
所
。
こ
こ
で
石
井
と
い
う
人
が
「
名
所
旧
跡
」
と
言
っ
た
の
は
、
夫
の
俊
介
が
若
い
日
を
過
ご
し
た
土
地
で
あ
る
こ
と
を
郁
子
に
示
す
た
め
の
冗
談
で
あ
り
、
正
し
い
。

　

6
は
、
93
行
目
の
「
の
だ
っ
た
」
や
、
105
行
目
の
「
も
の
だ
っ
た
」
は
、「
回
想
に
お
い
て
改
め
て
思
い
至
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
文
末
表
現
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
は
正
し

い
と
判
断
で
き
る
の
で
、「
前
者
に
は
郁
子
の
悔
や
ん
で
い
る
気
持
ち
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
後
者
に
は
懐
か
し
む
気
持
ち
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
」
が
検
討
箇
所
に
あ
た
る
。

　

93
行
目
の
「
の
だ
っ
た
」
に
「
郁
子
の
悔
や
ん
で
い
る
気
持
ち
が
あ
ら
わ
れ
て
」
い
る
か
ど
う
か
と
言
え
ば
、
こ
の
箇
所
で
は
ず
い
ぶ
ん
と
前
に
郁
子
が
夫
の
実
家
を
一
度
訪

れ
た
き
り
だ
っ
た
と
い
う
遠
い
過
去
で
あ
る
こ
と
を
言
う
た
め
に
「
の
だ
っ
た
」
と
使
っ
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
が
、「
郁
子
の
悔
や
ん
で
い
る
気
持
ち
」
を
本
文
か
ら
読

み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
が
二
つ
目
の
正
解
と
な
る
。
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ち
な
み
に
、
105
行
目
の
「
も
の
だ
っ
た
」
の
箇
所
は
、
か
つ
て
俊
介
か
ら
昔
話
を
聞
か
さ
れ
た
時
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
「
そ
の
時
代
の
俊
介
に
会
っ
て
み
た
い
、
と
思
っ
た

も
の
だ
っ
た
」
と
回
想
し
て
い
る
シ
ー
ン
で
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
の
郁
子
の
心
情
は
選
択
肢
の
説
明
ど
お
り
「
懐
か
し
む
気
持
ち
」
と
言
え
る
。

　

正
解　

19
・
20　

3
・
6　
（
順
不
同
）


