
二
〇
一
九
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
解
説
〈
現
代
文
〉

第
1
問

評
論

沼ぬ
ま

野の

充み
つ

義よ
し

「
翻
訳
を
め
ぐ
る
七
つ
の
非
実
践
的
な
断
章
」
に
よ
る

﹇
総

括
﹈

第
一
問
の
評
論
は
、「
翻
訳
」
の
あ
り
方
や
難
し
さ
に
つ
い
て
、
個
人
的
体
験
に
基
づ
き
随
想
調
に
論
じ
て
い
る
平
易
な
文
章
で
、
昨
年
よ
り
も
分
量
が
一
割
程
度
減
っ
た
（
約
四

六
〇
〇
字
↓
約
四
二
〇
〇
字
）
こ
と
も
あ
り
、
比
較
的
時
間
を
取
ら
れ
ず
読
解
で
き
た
は
ず
だ
。

設
問
と
し
て
は
、
昨
年
の
よ
う
な
図
（
写
真
）
に
絡
む
も
の
は
出
題
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
昨
年
に
続
く
会
話
形
式
問
題
の
問
5
に
お
い
て
、
五
人
の
生
徒
が
話
し
合
っ
て
い
る
中
で

「
本
文
の
趣
旨
と
異
な
る
発
言
」
を
選
ぶ
問
題
が
出
題
さ
れ
た
。

問
1
で
漢
字
、
問
2
〜
問
5
で
内
容
読
解
、
問
6
で
文
の
表
現
と
構
成
を
問
う
、
と
い
う
設
問
構
成
は
例
年
と
同
じ
も
の
だ
が
、
問
6
の
ⅰ
で
は
「
適
当
で
な
い
も
の
」、
ⅱ
で
は

文
章
の
構
成
に
関
し
て
「
適
当
な
も
の
」
を
選
ぶ
問
題
が
出
題
さ
れ
た
の
で
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

﹇
解

説
﹈

問
1

漢
字
問
題

基
礎
〜
標
準

傍
線
部
ア
〜
オ
に
相
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

ア
の
「
丹
念
」
は
「
心
を
こ
め
て
丁
寧
に
行
う
こ
と
」
の
意
。
正
解
の
「
丹
精
」
も
似
た
意
味
で
あ
る
。
ウ
は
「
響
（
く
）」
と
い
う
「
訓
」
の
漢
字
を
「
音
」
で
捉
え
て
解

答
す
る
問
題
。
セ
ン
タ
ー
試
験
で
は
毎
年
出
題
さ
れ
る
形
式
で
あ
り
、
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
。
オ
の
正
解
「
傾
倒
」
は
こ
こ
で
は
「
あ
る
物
事
に
熱
中
す
る
こ
と
」
の
意
。
ア
〜
オ
ま
で
基
本
〜
標
準
レ
ベ
ル
の
漢
字
問
題
な
の
で
、
正
解
を
選
ぶ
の

は
容
易
な
は
ず
だ
。

ア

丹
念

1
一
旦

2
鍛
錬
(練
)

◎
3
丹
精

4
担
架

5
破
綻
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イ

漠
然

1
麦
芽

◎
2
砂
(沙
)漠

3
呪
縛

4
爆
笑

5
幕
末

ウ

響
く

1
供
給

2
逆
境

3
協
定

◎
4
影
響

5
歩
道
橋

エ

頻
出

1
品
質

2
海
浜

◎
3
頻
繁

4
来
賓

5
貧
弱

オ

圧
倒

1
逃
避

◎
2
傾
倒

3
唐
突

4
周
到

5
糖
分

正
解

ア

1

3

イ

2

2

ウ

3

4

エ

4

3

オ

5

2

問
2

傍
線
部
説
明
問
題

基
礎

傍
線
部
Ａ
「
翻
訳
家
と
は
み
な
そ
の
意
味
で
は
楽
天
家
な
の
だ
」
と
あ
る
が
、
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
4
段
落
の
最
後
の
一
文
に
引
か
れ
た
傍
線
部
Ａ
に
関
す
る
問
題
。

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

こ
の
公
式
通
り
、
こ
こ
で
傍
線
部
中
の
「
そ
の
意
味
」
の
「
そ
（
の
）」
が
指
し
示
す
内
容
を
確
認
す
る
と
、
い
く
つ
か
の
語
や
内
容
を
た
ど
っ
て
正
解
の
根
拠
に
た
ど
り
着

く
。

ま
っ
た
く
違
っ
た
文
化
的
背
景
の
中
で
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
言
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
学
作
品
を
、
別
の
言
語
に
訳
し
て
、
そ
れ
が
ま
が
り
な
り
に
も
理
解
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
じ
た
い
、
よ
く
考
え
て
み
る
と
、
何
か
奇
跡
の
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
、
と
。

←

（
翻
訳
を
試
み
る
と
い
う
こ
と
は
、）
こ
の
奇
跡
を
目
指
し
て

←

心
の
中
の
ど
こ
か
で
奇
跡
を
信
じ
て
い
る
よ
う
な
（
楽
天
家
）

←
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翻
訳
家
と
は
み
な
そ
の
意
味
（
で
は
楽
天
家
）

こ
う
し
て
指
示
語
を
正
確
に
た
ど
っ
て
み
る
と
、
傍
線
部
の
「
翻
訳
家
と
は
み
な
そ
の
意
味
で
は
楽
天
家
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
は
、
第
4
段
落
冒
頭
の
一
文
に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
。「
ま
っ
た
く
違
っ
た
文
化
的
背
景
の
中
で
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
言
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
学
作
品
を
、
別
の
言
語
に
訳
し
て
、
そ
れ
が
ま
が
り
な
り
に
も

理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
」

≒

「
何
か
奇
跡
の
よ
う
な
こ
と
」
を
可
能
だ
と
「
信
じ
て
い
る
」
翻
訳
家
の
こ
と
を
筆
者
は
「
楽
天
家
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
う
し
た
説
明
に
な
っ

て
い
る
選
択
肢
は
4
し
か
な
く
、
こ
れ
が
正
解
。

4

言
語
や
文
化
的
背
景
が
ど
れ
ほ
ど
異
な
る
文
学
作
品
で
も
、
読
者
に
何
と
か
理
解
さ
れ
る
翻
訳
が
可
能
だ
と
信
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

他
の
選
択
肢
は
、
指
示
語
の
指
し
示
す
太
字
部
分
に
該
当
す
る
内
容
に
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
の
で
全
体
×
。

傍
線
部
中
、
あ
る
い
は
傍
線
部
の
直
前
に
指
示
語
が
含
ま
れ
て
い
る
場
合
は
、
ま
ず
は
「
指
示
語
問
題
」
と
い
う
視
点
で
解
く
よ
う
に
し
た
い
。

正
解

6

4

問
3

傍
線
部
理
由
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｂ
「
翻
訳
と
い
う
よ
り
は
、
こ
れ
は
む
し
ろ
翻
訳
を
回
避
す
る
技
術
な
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も

の
を
一
つ
選
べ
。

第
7
段
落
で
、
筆
者
は
翻
訳
の
難
し
さ
、
特
に
「
日
常
言
語
で
書
か
れ
た
小
説
」
を
翻
訳
す
る
難
し
さ
に
つ
い
て
説
明
し
て
い
る
。
し
か
し
楽
天
的
な
翻
訳
家
に
は
、
戦
略
は

二
つ
あ
る
と
述
べ
る
。
一
つ
は
一
応
「
直
訳
」
し
て
か
ら
注
を
つ
け
る
と
い
っ
た
や
り
方
。
し
か
し
、
こ
の
や
り
方
は
最
近
日
本
で
評
判
が
悪
い
の
で
、
二
つ
目
の
戦
略
で
あ
る

近
似
的
な
「
言
い
換
え
」
を
行
う
こ
と
が
多
く
な
っ
て
い
る
現
状
に
つ
い
て
第
8
〜
9
段
落
で
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
説
明
し
て
い
る
。
い
か
に
し
て
「
日
本
語
と
し
て
自
然
」

で
「
こ
な
れ
た
」
訳
文
に
す
る
か
が
翻
訳
家
の
腕
の
見
せ
所
に
な
る
、
と
い
う
わ
け
だ
。

し
か
し
、
こ
の
「
日
本
語
と
し
て
自
然
」
で
近
似
的
な
「
言
い
換
え
」
の
翻
訳
は
、「
こ
な
れ
て
い
る
」
と
世
間
で
は
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
の
、
筆
者
は
傍
線
部
の
直
前
で

「
厳
密
に
言
っ
て
こ
れ
は
本
当
に
翻
訳
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
そ
し
て
続
く
傍
線
部
Ｂ
で
「
翻
訳
と
い
う
よ
り
は
、
こ
れ
は
む
し
ろ
翻
訳
を
回
避
す
る
技
術

な
の
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
翻
訳
家
の
二
つ
目
の
戦
略
で
あ
る
「
日
本
語
と
し
て
自
然
」
に
見
え
る
近
似
的
な
「
言
い
換
え
」
は
、
本
当
の
「
翻
訳
を
回
避
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す
る
技
術
」
な
の
か
も
知
れ
な
い
と
や
や
批
判
的
な
目
を
向
け
て
い
る
。

実
は
こ
の
問
題
も
、
問
2
に
引
き
続
き
次
の
公
式
で
解
く
べ
き
問
題
に
な
っ
て
い
る
。

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

こ
の
公
式
通
り
、
こ
こ
で
傍
線
部
中
の
「
こ
れ
」
の
指
し
示
す
内
容
を
確
認
し
て
い
く
と
、
先
ほ
ど
指
摘
し
た
箇
所
に
た
ど
り
着
く
。

近
似
的
な
「
言
い
換
え
」

←

日
本
語
と
し
て
自
然
な
も
の

←

本
当
は
言
わ
な
い
こ
と
を
そ
れ
ら
し
く
言
い
換
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

←

そ
の
よ
う
に
言
い
換
え
が
上
手
に
行
わ
れ
て
い
る
訳
を
世
間
は
「
こ
な
れ
て
い
る
」
と
し
て
高
く
評
価
す
る

←

厳
密
に
言
っ
て
こ
れ
は
本
当
に
翻
訳
な
の
だ
ろ
う
か

←

翻
訳
と
い
う
よ
り
は
、
こ
れ
は

傍
線
部
中
の
「
こ
れ
」
で
指
示
さ
れ
て
い
る
翻
訳
の
中
身
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
筆
者
が
こ
こ
で
「
本
当
の
翻
訳
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
疑
問
を
呈
し
て
い
る
も
の
は
翻
訳
家
の

取
る
二
つ
目
の
戦
略
、
つ
ま
り
「
自
然
」
に
見
え
る
近
似
的
な
「
言
い
換
え
」

≒

「
こ
な
れ
た
」
翻
訳
の
こ
と
だ
と
わ
か
る
。
し
か
し
、
筆
者
は
そ
う
し
た
翻
訳
は
、
本
当
の
翻

訳
を
す
る
困
難
さ
を
回
避
す
る
技
術
に
す
ぎ
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
説
明
に
な
っ
て
い
る
選
択
肢
は
2
し
か
な
い
。

こ
れ
も
問
2
同
様
、
指
示
語
問
題
と
い
う
視
点
で
解
く
と
、
選
択
肢
2
の
中
の
「
近
似
的
に
言
い
換
え
る
」「
こ
な
れ
た
翻
訳
」「
日
本
語
と
し
て
の
自
然
さ
」
に
気
が
つ
く

は
ず
だ
。
た
だ
、
2
の
後
半
の
「
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
訳
文
を
探
し
求
め
る
こ
と
の
困
難
に
向
き
合
わ
ず
に
済
ま
せ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
」
と
い
う
部
分
は
本
文
に
確
実
な
根
拠
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が
な
く
、
筆
者
の
考
え
を
推
測
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
方
向
的
に
筆
者
の
主
張
に
沿
っ
た
も
の
で
特
に
問
題
が
な
く
、
他
の
選
択
肢
が
2
と
違
っ
て
指
示
語
の
指
し
示
す
内
容

を
正
確
に
含
ん
で
い
な
い
こ
と
も
含
め
て
、
正
解
は
2
以
外
に
な
い
。

一
応
、
消
去
法
を
併
用
す
る
と
し
て
、
×
の
箇
所
を
挙
げ
て
お
く
。

1
は
、「
日
本
語
の
あ
い
ま
い
さ
を
利
用
し
て
意
味
を
は
っ
き
り
確
定
せ
ず
に
訳
す
」
こ
と
に
つ
い
て
、「
望
ま
し
い
」
と
ま
で
言
っ
て
お
ら
ず
、
ま
た
、「
そ
れ
で
は
原
文
の

意
味
が
伝
わ
ら
な
い
こ
と
も
あ
り
え
」
と
い
う
内
容
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

3
は
、「
直
訳
に
注
を
付
す
方
法
」
が
「
生
硬
な
表
現
」
に
な
る
と
あ
る
と
こ
ろ
が
×
。
こ
れ
は
戦
略
の
一
つ
目
に
対
し
て
の
言
及
で
あ
る
。

4
は
、「
不
自
然
な
表
現
だ
と
し
て
も
そ
の
ま
ま
直
訳
的
に
翻
訳
し
て
お
く
こ
と
」
が
「
翻
訳
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
る
効
果
を
生
む
」
と
い
う
内
容
は
、
こ
こ
で
の
指

示
語
の
指
し
示
す
内
容
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
の
で
×
。
後
半
も
筆
者
の
言
い
た
い
こ
と
に
ま
っ
た
く
反
し
て
い
る
。

5
は
、「
文
学
作
品
の
名
訳
や
先
輩
翻
訳
者
の
成
功
例
な
ど
を
参
考
に
す
る
こ
と
」
が
指
示
語
の
指
し
示
す
内
容
を
ま
っ
た
く
無
視
し
て
い
る
の
で
×
。

正
解

7

2

問
4

傍
線
部
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｃ
「
正
し
い
か
、
正
し
く
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
正
確
な
翻
訳
と
は
何
か
と
い
う
言
語
哲
学
の
問
題
に
行
き
着
く
」
と
あ
る
が
、

こ
こ
か
ら
翻
訳
に
つ
い
て
の
筆
者
の
ど
の
よ
う
な
考
え
方
が
う
か
が
え
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

空
白
に
よ
っ
て
分
け
ら
れ
て
い
る
第
13
段
落
以
降
の
内
容
を
読
ん
で
解
く
問
題
だ
が
、
こ
こ
は
筆
者
が
具
体
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
箇
所
な
の
で
、
そ
れ
を
き
ち
ん
と
捉

え
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。

こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
例
は
、「
ぼ
く
は
あ
の
娘
に
ぞ
っ
こ
ん
な
ん
だ
（
前
者
）」
と
「
私
は
彼
女
を
深
く
愛
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
後
者
）」
と
い
う
二
つ
の
訳
だ
。
筆
者

は
前
者
の
訳
の
ほ
う
を
話
し
言
葉
と
し
て
「
自
然
」
で
あ
り
、
後
者
の
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
日
本
人
は
い
な
い
と
す
る
。
た
だ
し
、「
原
文
の
構
造
に
忠
実
」
だ
と
い
う
意
味

に
お
い
て
は
、
後
者
の
訳
が
「
正
し
い
」
の
か
も
し
れ
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
傍
線
部
Ｃ
に
お
け
る
「
正
し
い
か
、
正
し
く
な
い
か
」
の
判
断
は
、
ど
の
視
点
で
見
る

か
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

○
「
正
し
い
か
、
正
し
く
な
い
か
」
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1
「
日
本
語
と
し
て
自
然
か
ど
う
か
」
↑
前
者
的
視
点

2
「
原
文
の
構
造
に
忠
実
か
ど
う
か
」
↑
後
者
的
視
点

し
か
し
、
さ
ら
に
「
厳
密
に
言
え
ば
」、「
そ
も
そ
も
正
確
な
翻
訳
と
は
何
か
と
い
う
言
語
哲
学
の
問
題
に
行
き
着
く
」
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
二
つ
の
視
点
以
外
に
も
、

も
っ
と
原
理
原
則
的
な
意
味
で
の
翻
訳
と
い
う
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
は
「
そ
も
そ
も
正
確
な
翻
訳
と
は
何
か
と
い
う
言
語
哲
学
の
問
題
に
行
き
着
く
」
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
説
明
に
な
っ
て
い
る
の
は
2
の
み
で
、
こ
れ
が
正
解
。

選
択
肢
が
三
行
に
渡
っ
て
い
る
が
、
要
素
に
分
け
て
正
確
に
と
ら
え
て
○
×
の
判
断
を
し
て
い
こ
う
。

1
は
、「
意
味
的
に
も
構
造
的
に
も
一
対
一
で
対
応
す
べ
き
と
い
う
学
問
的
な
原
則
に
関
わ
る
も
の
」
と
い
う
の
は
、「
後
者
」
の
視
点
で
あ
り
、「
言
語
哲
学
の
問
題
」
で
は

な
い
の
で
×
。
ま
た
、
後
半
の
「
必
然
的
に
相
反
す
る
も
の
に
な
る
と
い
う
考
え
方
」
に
つ
い
て
、
筆
者
の
言
及
は
な
い
。

2
は
、
先
ほ
ど
見
た
原
理
原
則
的
な
意
味
で
の
翻
訳
の
問
題
で
あ
る
「
そ
も
そ
も
正
確
な
翻
訳
と
は
何
か
と
い
う
言
語
哲
学
の
問
題
」
を
「
原
文
の
表
現
を
他
言
語
に
置
き

換
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
あ
る
い
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
原
理
的
な
問
い
」
と
説
明
し
て
お
り
、
内
容
的
に
問
題
な
い
。
そ
し
て
、
後
半
の
「
原
文
を
自
然
な
日

本
語
に
訳
す
べ
き
か
」
が
前
者
的
視
点
、「
原
文
の
意
味
や
構
造
に
忠
実
に
訳
す
べ
き
か
」
が
後
者
的
視
点
の
内
容
と
対
応
し
て
お
り
、
Ｏ
Ｋ
。
そ
し
て
結
論
の
「
翻
訳
家
の
向

き
合
う
問
題
は
、
容
易
に
解
決
し
が
た
い
も
の
に
な
る
と
い
う
考
え
方
」
も
筆
者
の
論
の
方
向
性
と
合
致
し
て
い
る
。
こ
れ
が
正
解
だ
。

3
は
、「
翻
訳
の
正
し
さ
」
を
「
い
か
に
自
然
な
日
本
語
に
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
前
者
的
視
点
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
「
翻
訳
家
の
技
術
」

と
し
て
い
る
点
も
×
。
以
下
の
説
明
も
間
違
え
て
い
る
。

4
は
、「
翻
訳
の
正
し
さ
」
を
「
原
文
を
近
似
的
な
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
と
い
う
翻
訳
の
抱
え
る
限
界
に
関
わ
る
も
の
」
と
し
て
い
る
点
が
×
。
こ
れ
で

は
前
者
的
視
点
で
し
か
翻
訳
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
以
下
の
「
時
代
を
超
え
て
通
用
す
る
表
現
を
目
指
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
」
と
い
う
説
明
も
、
ま
っ
た
く
筆
者

は
述
べ
て
な
い
内
容
だ
。

5
は
、「
翻
訳
の
正
し
さ
」
を
「
二
方
向
の
目
的
に
対
す
る
翻
訳
家
の
選
択
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
点
が
×
。
前
者
な
の
か
後
者
な
の
か
と
い
う
二
択
で
は
解

決
で
き
な
い
も
っ
と
本
質
的
な
問
題
が
翻
訳
に
は
あ
る
と
い
う
の
が
筆
者
の
考
え
方
だ
。
そ
う
し
た
点
で
も
後
半
の
「
正
確
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
は
学
問
的
に
定
義
し

て
決
定
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
」
も
間
違
っ
て
い
る
。

正
解

8

2
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問
5

本
文
の
趣
旨
判
定
問
題

応
用

次
に
示
す
の
は
、
本
文
を
読
ん
だ
後
に
、
五
人
の
生
徒
が
翻
訳
の
仕
事
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
本
文
の
趣
旨
と
異
な
る
発
言
を
一
つ
選
べ
。

設
問
中
、「
異
な
る
発
言
」
が
太
字
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
さ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。

そ
れ
さ
え
見
落
と
さ
な
け
れ
ば
、
こ
の
問
題
は
「
消
去
法
」
で
解
く
方
針
で
臨
む
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
は
五
人
の
発
言
を
検
討
し
、「
本
文
の
趣
旨
と
異
な
る
発
言
」
の

箇
所
を
見
つ
け
て
×
を
し
て
い
く
。

ま
ず
、
1
の
生
徒
Ａ
の
発
言
内
容
は
す
べ
て
問
題
な
い
の
で
通
過
す
る
。

次
に
、
2
の
生
徒
Ｂ
の
発
言
中
を
見
る
と
、「
筆
者
が
い
う
よ
う
に
、
時
代
や
文
化
の
違
い
を
な
る
べ
く
意
識
さ
せ
ず
に
読
者
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
翻
訳
の
仕
事
の
基
本
」

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
問
2
で
見
た
よ
う
に
翻
訳
に
対
し
て
筆
者
は
、「
ま
っ
た
く
違
っ
た
文
化
的
背
景
の
中
で
、
ま
っ
た
く
違
っ
た
言
語
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
文
学
作
品
を
、
別

の
言
語
に
訳
し
て
、
そ
れ
が
ま
が
り
な
り
に
も
理
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
」
と
定
義
し
、「
何
か
奇
跡
の
よ
う
な
こ
と
」
だ
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、「
時
代
や
文
化
の
違

い
を
な
る
べ
く
意
識
さ
せ
ず
に
読
者
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
」
を
「
翻
訳
の
仕
事
の
基
本
」
だ
と
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
楽
天
的
な
翻
訳
家
た
ち
が
「
時
代
や
文
化
の
違
い

を
な
る
べ
く
意
識
さ
せ
ず
に
読
者
に
理
解
さ
せ
る
」
こ
と
を
翻
訳
の
仕
事
と
し
て
い
る
な
ど
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
の
で
×
。
こ
れ
が
正
解
と
な
る
。

以
下
、
3
〜
5
の
生
徒
た
ち
の
発
言
内
容
は
い
ず
れ
も
本
文
の
内
容
を
的
確
に
と
ら
え
、
本
文
の
趣
旨
を
理
解
し
た
う
え
で
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

正
解

9

2

問
6

文
章
の
表
現
と
構
成
を
問
う
問
題

ⅰ
基
礎

ⅱ
標
準

ⅰ
こ
の
文
章
の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
一
つ
選
べ
。

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

1
に
お
い
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
第
4
段
落
中
の
「
こ
う
」
と
い
う
指
示
語
は
、
手
前
を
指
し
示
す
普
通
の
指
示
語
と
違
っ
て
、「
次
の
よ
う
に
」
と
い
う
意
味
を
表
し
て

お
り
、「
指
示
内
容
が
わ
か
ら
な
い
段
階
で
提
案
を
投
げ
か
け
」、
以
下
の
内
容
に
注
目
さ
せ
る
点
で
、「
読
者
の
注
意
を
引
き
つ
け
る
働
き
を
し
て
い
る
」
と
い
う
説
明
は
正
し

い
。2

の
よ
う
な
、「
Ａ
、
い
や
Ｂ
と
い
う
こ
と
は
」
と
い
う
言
い
換
え
は
、「
Ａ
と
い
う
よ
り
も
、
Ｂ
と
言
っ
た
方
が
的
確
だ
」
と
い
う
表
現
法
で
あ
り
、
そ
れ
は
Ａ
を
打
ち
消
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し
て
Ｂ
を
強
調
す
る
こ
と
な
の
で
、
選
択
肢
の
説
明
は
正
し
い
。

3
は
、
小
説
や
随
想
で
よ
く
あ
る
表
現
方
法
。
普
通
漢
字
で
表
記
す
る
と
こ
ろ
を
あ
え
て
カ
タ
カ
ナ
表
記
す
る
こ
と
で
、
心
中
語
で
あ
っ
た
り
筆
者
に
と
っ
て
特
別
な
意
味

を
持
つ
語
で
あ
っ
た
り
を
示
す
手
法
だ
が
、
こ
こ
で
は
説
明
通
り
「
子
供
時
代
の
感
覚
を
再
現
す
る
た
め
に
、
カ
タ
カ
ナ
表
記
」
し
て
い
る
の
で
正
し
い
。

4
は
、「
あ
の
時
の
少
年
は
一
体
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
た
だ
ろ
う
か
」
を
「
過
去
の
自
分
が
考
え
た
こ
と
を
回
想
し
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
ま
で
は
正
し
い
が
、「
当
時
を
懐

か
し
む
感
情
」
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
本
文
に
も
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
か
ら
二
十
年
後
の
自
分
が
翻
訳
に
携
わ
っ
て
四
苦
八
苦
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
現
在
か
ら
か
ん

が
み
て
、
予
想
外
の
こ
と
が
起
き
る
人
生
と
言
う
も
の
の
不
可
思
議
さ
を
表
し
て
い
る
表
現
と
い
え
る
も
の
な
の
で
×
。
こ
れ
が
正
解
と
な
る
。

正
解

10

4

ⅱ
こ
の
文
章
は
、
空
白
行
に
よ
っ
て
四
つ
の
部
分
に
分
け
ら
れ
て
い
る
。
構
成
に
関
す
る
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

段
落
構
成
の
設
問
は
、
基
本
的
に
消
去
法
で
解
く
。

1
の
「
1
〜
4
段
落
」
部
分
に
つ
い
て
は
、
悲
観
的
な
翻
訳
観
と
楽
観
的
な
翻
訳
観
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、「
対
極
的
な
二
つ
の
考
え
方
を
示
し
て
問
題
提
起
し
」
と
い

う
説
明
は
正
し
い
が
、
問
2
や
問
3
で
見
た
よ
う
に
「
支
持
す
る
立
場
を
一
方
に
確
定
さ
せ
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
翻
訳
観
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
と
書
か
れ
て
い

る
の
で
×
。

2
の
「
5
〜
9
段
落
」
部
分
に
つ
い
て
、「『
翻
訳
不
可
能
』
な
具
体
例
を
示
し
て
翻
訳
に
ま
つ
わ
る
問
題
点
を
明
確
に
し
」
と
い
う
内
容
は
正
し
く
、
さ
ら
に
問
3
で
見
た

よ
う
に
第
二
の
戦
略
と
し
て
「『
言
い
換
え
』
と
い
う
別
の
手
法
を
示
し
て
論
を
広
げ
て
い
る
」
の
で
×
が
付
か
な
い
。
す
ぐ
さ
ま
こ
れ
を
正
解
と
し
て
選
ぶ
の
で
は
な
く
、

い
っ
た
ん
保
留
し
て
通
過
し
よ
う
。

3
の
「
10
〜
12
段
落
」
部
分
に
つ
い
て
は
、
問
6
ⅰ
で
も
見
た
よ
う
に
「
過
去
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
引
用
し
」
て
い
る
の
は
確
か
だ
が
、「
筆
者
が
現
在
の
職
業
に
就
く
こ
と
に

な
っ
た
き
っ
か
け
を
紹
介
し
、
論
を
補
強
し
て
い
る
」
の
で
は
な
く
、
予
想
外
の
こ
と
が
起
き
る
人
生
と
言
う
も
の
の
不
可
思
議
さ
を
表
し
て
い
る
表
現
と
い
え
る
の
で
×
。

4
の
「
13
〜
15
段
落
」
は
、
問
4
で
見
た
よ
う
に
「
翻
訳
の
正
し
さ
に
つ
い
て
検
討
し
」
て
は
い
る
が
、「
筆
者
の
考
え
る
正
し
さ
を
示
し
」
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
14

段
落
の
傍
線
部
Ｃ
に
お
け
る
翻
訳
と
し
て
「
正
し
い
か
、
正
し
く
な
い
か
」
の
判
断
は
、
ど
の
視
点
で
見
る
か
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
可
能
性
が
あ
り
、
さ
ら
に
い
え
ば
「
厳

密
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
正
確
な
翻
訳
と
は
何
か
と
い
う
言
語
哲
学
の
問
題
に
行
き
着
く
」
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
自
身
が
断
定
し
て
い
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
だ
が
、

か
と
い
っ
て
「
結
論
を
読
者
の
判
断
に
委
ね
て
い
る
」
わ
け
で
も
な
い
の
で
×
。
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2
以
外
は
×
が
付
い
て
確
実
に
消
去
で
き
る
の
で
、
正
解
と
し
て
2
を
選
ぶ
。

正
解

11

2
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第
2
問

小
説

上か
ん

林ば
や
し

暁
あ
か
つ
き

「
花
の
精
」

﹇
総

括
﹈

今
年
の
小
説
は
五
年
連
続
し
て
い
た
女
性
作
家
の
作
品
で
は
な
く
、
昭
和
の
男
性
作
家
の
作
品
が
出
題
さ
れ
た
。
本
文
は
戦
前
（
昭
和
15
年
）
に
発
表
さ
れ
た
上
林
暁
の
短
編
小
説

「
花
の
精
」
の
一
節
だ
が
、
著
者
の
作
品
は
一
九
九
四
年
度
追
試
に
一
度
出
題
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
分
量
は
昨
年
よ
り
や
や
増
加
し
た
（
約
四
七
〇
〇
字
↓
約
四
九
〇
〇
字
）
が
、

戦
前
の
作
品
で
は
あ
る
が
私
小
説
作
家
の
小
説
で
あ
り
、
登
場
人
物
も
さ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
比
較
的
読
み
や
す
い
文
章
と
い
え
る
。

「
私
」
と
そ
の
家
族
（
特
に
「
妹
」
と
「
妻
」）
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
や
友
人
の
Ｏ
君
と
の
関
係
性
、
そ
し
て
キ
ー
と
な
る
「
月
見
草
」
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
そ
れ
に
関
係
す

る
登
場
人
物
の
心
情
を
き
ち
ん
と
押
さ
え
な
が
ら
読
解
し
て
い
き
た
い
。

設
問
と
し
て
は
、
問
1
の
語
句
の
問
題
で
は
、
例
年
通
り
「
本
文
中
に
お
け
る
意
味
」
を
問
わ
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
も
「
辞
書
の
定
義
」
が
正
解
と
な
る
慣
用
表
現
で
あ
り
、
語

彙
力
が
試
さ
れ
た
。
問
2
〜
4
は
場
面
の
展
開
に
即
し
て
主
人
公
や
そ
の
周
り
の
人
物
の
心
情
を
把
握
す
る
設
問
。
問
3
が
や
や
難
だ
が
、
そ
れ
以
外
は
基
礎
〜
標
準
レ
ベ
ル
。
問
5

は
主
人
公
の
心
情
の
推
移
を
探
る
設
問
な
の
で
、
本
文
を
丁
寧
に
読
ん
で
解
く
必
要
が
あ
っ
た
。
問
6
は
例
年
通
り
表
現
に
関
す
る
説
明
問
題
だ
が
、
今
年
は
「
適
当
な
も
の
」
を
二

つ
選
ぶ
出
題
形
式
で
、
選
択
肢
が
や
や
紛
ら
わ
し
い
点
で
や
や
難
レ
ベ
ル
で
、
消
去
法
も
使
っ
て
丁
寧
に
解
く
必
要
が
あ
っ
た
。

﹇
解

説
﹈

問
1

語
句
問
題

ア
標
準

イ
基
礎

ウ
応
用

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
。

こ
の
問
題
は
「
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
通
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
。

ア
の
「
お
手
の
も
の
」
は
、「
得
意
の
も
の
」
の
意
で
、
3
「
得
意
と
し
て
い
て
」
が
正
解
。

イ
の
「
肚は

ら

を
決
め
た
」
は
、「
腹
を
決
め
た
」
と
書
く
場
合
が
一
般
的
で
、
意
味
は
「
決
心
す
る
」
の
意
で
、
こ
こ
で
は
1
「
気
持
ち
を
固
め
た
」
が
正
解
。

ウ
の
「
目
を
見
張
る
」
は
「
目
を
大
き
く
見
開
く
」
の
意
な
の
で
、
2
の
「
感
動
し
て
目
を
見
開
い
て
い
た
」
が
正
解
で
あ
る
。
な
ん
と
な
く
の
文
脈
判
断
で
、
他
の
選
択

肢
を
選
ば
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

2019 年度センター試験 現代文

－ 10 －



正
解

ア

12

3

イ

13

1

ウ

14

2

問
2

心
情
説
明
問
題

基
礎

傍
線
部
Ａ
「
自
分
だ
け
好
い
と
こ
ろ
を
占
領
す
る
の
は
気
が
ひ
け
た
の
で
、
そ
こ
の
一
部
を
割
い
て
、
ト
マ
ト
を
植
え
さ
せ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
場
面
か
ら
わ
か
る
、
妹

に
対
す
る
「
私
」
の
気
持
ち
や
向
き
合
い
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

ま
ず
、「
私
」
と
「
妹
」
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
把
握
す
る
。

○
小
説
で
「
前
書
き
」
が
書
か
れ
て
い
る
場
合
、
本
文
に
入
る
前
に
、
前
書
き
に
書
か
れ
て
い
る
人
物
関
係
や
場
面
状
況
を
し
っ
か
り
と
ら
え
て
か
ら
本
文
読
解
に
入
る
。

前
書
き
を
捉
え
る
こ
と
は
小
説
読
解
に
お
い
て
は
超
鉄
則
だ
。

少
し
時
間
を
か
け
て
も
い
い
の
で
、
前
書
き
に
書
か
れ
て
い
る
人
物
関
係
や
場
面
状
況
を
し
っ
か
り
と
ら
え
て
か
ら
本
文
読
解
に
入
る
よ
う
に
し
よ
う
。

前
書
き
に
は
、「
妻
が
病
で
入
院
し
長
期
間
不
在
の
『
私
』
の
家
に
は
三
人
の
子
」
が
い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
お
り
、「
妹
」
に
つ
い
て
も
「
夫
に
先
立
た
れ
途
方
に
暮
れ
て
い

る
妹
」
と
あ
る
。
つ
ま
り
、「
私
」
も
「
妹
」
も
現
在
と
て
も
不
遇
で
悲
し
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
ん
な
あ
る
日
、「
私
」
に
と
っ
て
心
を
慰
め
て
く
れ
る
存
在
で
あ
る

「
月
見
草
」
を
、
庭
師
が
雑
草
だ
と
思
っ
て
す
べ
て
抜
い
て
し
ま
う
と
い
う
事
件
が
起
き
、「
私
」
は
空
虚
で
楽
し
め
な
い
日
々
を
過
ご
し
て
い
た
。

そ
ん
な
中
で
、「
月
見
草
」
が
抜
か
れ
た
後
の
空
地
に
、
茄
子
や
ト
マ
ト
を
植
え
る
こ
と
を
妹
が
提
案
し
て
き
た
。
月
見
草
を
失
っ
て
空
虚
と
な
っ
た
心
を
紛
ら
わ
せ
る
た
め

に
草
花
の
世
話
を
し
て
い
た
「
私
」
を
見
た
妹
が
、
兄
で
あ
る
「
私
」
を
元
気
づ
け
よ
う
と
し
て
提
案
し
た
と
判
断
で
き
る
。「
空
地
利
用
し
よ
う
か
！
」
と
「
！
」
マ
ー
ク
が

文
末
に
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、
妹
の
兄
へ
の
想
い
が
読
み
取
れ
る
。

そ
も
そ
も
郷
里
で
百
姓
を
し
て
い
た
妹
に
と
っ
て
畑
仕
事
は
お
手
の
も
の
だ
っ
た
。
し
か
し
、
妹
と
て
夫
を
失
っ
て
悲
し
ん
で
い
る
は
ず
で
あ
り
、
得
意
な
畑
仕
事
を
す
る
こ

と
で
気
持
ち
を
盛
り
上
げ
よ
う
と
し
て
い
る
カ
ラ
元
気
と
も
い
え
る
け
な
げ
な
妹
の
姿
を
見
た
私
は
、「
自
分
だ
け
好
い
と
こ
ろ
を
占
領
す
る
の
は
気
が
ひ
け
た
」
と
思
う
の
は

自
然
な
流
れ
だ
ろ
う
。
設
問
で
は
、「
妹
に
対
す
る
『
私
』
の
気
持
ち
や
向
き
合
い
方
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
」
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
う
し
た
流
れ
を
つ
か
め
ば
、

正
解
を
選
ぶ
の
は
難
し
く
な
い
。

1
は
、
前
半
は
い
い
と
し
て
も
、「
こ
れ
か
ら
は
一
緒
に
た
く
さ
ん
の
野
菜
を
育
て
る
こ
と
で
落
ち
込
ん
で
い
た
妹
を
励
ま
そ
う
と
し
て
い
る
」
は
、
本
文
に
書
か
れ
て
い
な

い
内
容
で
×
。
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2
は
、「
妹
に
接
し
、
気
後
れ
し
て
い
た
」
わ
け
で
は
な
い
し
、「
家
族
で
あ
る
妹
と
の
関
わ
り
は
失
っ
た
月
見
草
に
代
わ
る
新
し
い
慰
め
に
な
る
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う

内
容
も
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
で
×
。
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
を
勝
手
に
正
し
い
と
推
測
し
て
選
ぶ
と
い
う
主
観
的
な
読
解
は
し
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

3
は
、「
野
菜
を
植
え
る
手
慣
れ
た
様
子
に
妹
の
回
復
の
兆
し
を
感
じ
」
は
先
ほ
ど
説
明
し
た
本
文
の
流
れ
に
合
致
し
た
内
容
。
次
の
「
慰
め
を
求
め
て
い
る
の
は
自
分
だ
け

で
は
な
い
の
だ
か
ら
園
芸
に
適
し
た
場
所
を
独
占
す
る
の
は
悪
い
と
思
い
、
妹
に
も
そ
こ
を
使
わ
せ
る
気
遣
い
を
し
て
い
る
」
と
い
う
の
も
過
不
足
な
い
説
明
で
Ｏ
Ｋ
。
こ
れ
が

正
解
。

4
は
、「
自
分
が
庭
を
一
人
占
め
し
て
い
る
こ
と
を
妹
か
ら
指
摘
さ
れ
た
よ
う
な
気
持
ち
に
な
り
」
は
、
本
文
か
ら
う
か
が
え
な
い
過
剰
な
解
釈
で
×
。
妹
に
は
兄
で
あ
る

「
私
」
に
何
か
指
摘
す
る
よ
う
な
意
図
は
な
く
、
ま
た
私
も
妹
に
対
し
て
「
居
心
地
の
悪
さ
」
を
感
じ
て
い
た
と
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。

5
は
、「
何
も
な
い
土
地
に
畝
を
作
り
、
落
ち
葉
を
埋
め
る
妹
の
姿
に
将
来
の
希
望
を
見
出
し
た
よ
う
な
思
い
に
な
り
」
と
い
う
の
は
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
で
勝
手

な
想
像
、
解
釈
に
過
ぎ
な
い
。
主
観
的
な
読
み
を
し
て
こ
の
選
択
肢
を
選
ん
だ
人
は
、
も
う
一
度
「
客
観
的
な
読
解
」
と
い
う
基
本
的
な
姿
勢
に
立
ち
戻
っ
て
本
文
を
読
み
な
お

し
て
ほ
し
い
。

正
解

15

3

問
3

心
情
理
由
説
明
問
題

応
用

傍
線
部
Ｂ
「
そ
れ
は
、
な
ん
だ
か
よ
ろ
こ
ば
し
い
図
で
あ
っ
た
。」
と
あ
る
が
、
そ
う
感
じ
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
。

月
見
草
に
対
す
る
「
私
」
と
「
Ｏ
君
」
二
人
の
思
い
入
れ
の
有
無
や
対
応
の
違
い
な
ど
を
、
23
行
目
か
ら
傍
線
部
Ｂ
の
引
か
れ
て
い
る
65
行
目
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー

ド
の
内
容
を
読
み
と
っ
て
解
く
問
題
。
月
見
草
の
大
き
な
株
を
持
っ
て
き
た
Ｏ
君
を
見
て
「
よ
ろ
こ
ば
し
い
図
」
と
感
じ
る
私
の
思
い
を
読
み
解
く
の
だ
が
、
や
や
根
拠
の
薄
い

問
題
で
あ
り
、
幅
広
い
箇
所
の
正
確
な
読
解
が
必
要
な
の
で
、
本
文
を
根
拠
に
ズ
バ
リ
解
く
と
い
う
よ
り
も
、「
消
去
法
」
を
併
用
し
て
×
の
も
の
を
落
と
し
、
正
解
に
た
ど
り

着
く
方
が
確
実
と
言
え
る
問
題
だ
。

1
は
、「
い
つ
の
間
に
か
月
見
草
に
関
心
を
も
っ
て
い
た
Ｏ
君
」
が
本
文
に
根
拠
が
な
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
「
大
き
な
月
見
草
の
株
と
が
一
緒
に
な
っ
た
光
景
は
目

新
し
く
」
と
い
う
の
も
、
ズ
レ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
私
」
が
「
よ
ろ
こ
ば
し
い
」
と
感
じ
た
原
因
は
、「
目
新
し
」
さ
で
は
な
く
、
Ｏ
君
の
と
っ
た
行
動
の
意
外
性
と
そ
の
背
後

に
あ
る
私
へ
の
思
い
に
あ
る
の
で
×
。
ま
た
、「
爽
快
な
も
の
」
と
い
う
の
も
、「
よ
ろ
こ
ば
し
い
図
」
の
言
い
換
え
と
し
て
言
い
過
ぎ
で
×
。

2
は
、
月
見
草
に
対
す
る
Ｏ
君
と
私
と
が
対
照
的
で
あ
る
の
は
事
実
だ
が
、
私
は
月
見
草
を
「
傷
つ
け
ま
い
」
と
し
て
少
し
し
か
と
ら
な
か
っ
た
と
い
う
説
明
の
根
拠
は
本
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文
に
は
見
つ
け
ら
れ
な
い
の
で
×
。
私
は
月
見
草
を
物
色
し
な
が
ら
「
匂
い
が
す
る
か
し
な
い
か
を
考
え
て
月
見
草
を
と
っ
て
き
た
」
わ
け
で
あ
り
、
特
に
「
傷
つ
け
ま
い
」
と

い
う
判
断
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、「
よ
ろ
こ
ば
し
い
図
」
の
説
明
と
し
て
、「
力
強
い
も
の
」
と
い
う
の
は
ズ
レ
て
い
る
。

3
は
、
迷
う
選
択
肢
だ
。
こ
こ
で
は
Ｏ
君
が
「
短
い
時
間
で
手
際
よ
く
た
く
さ
ん
の
月
見
草
の
株
を
手
に
し
て
戻
っ
て
き
た
光
景
」
が
私
に
と
っ
て
「
驚
く
べ
き
も
の
」
で

あ
る
と
し
て
い
る
が
、
本
文
で
は
Ｏ
君
の
姿
を
見
た
と
き
の
反
応
と
し
て
、「
私
も
思
い
切
っ
て
大
き
な
や
つ
を
引
け
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、「
大
き
な
株
」

で
あ
る
点
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
お
り
、「
た
く
さ
ん
」
と
説
明
し
て
い
る
点
で
△
（
そ
の
点
で
は
2
も
同
様
。「
大
き
な
株
」
と
説
明
し
て
い
る
の
は
1
と
5
）。
ま
た
、
傍
線

部
Ｂ
で
、
私
が
「
な
ん
だ
か
よ
ろ
こ
ば
し
い
図
」
と
感
じ
る
理
由
が
、
Ｏ
君
の
「
大
胆
さ
」
に
あ
る
と
し
て
も
、「
自
分
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
痛
快
な
も
の
だ
っ
た
」
と
い
う
ほ

ど
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
私
が
「
よ
ろ
こ
ば
し
い
」
と
感
じ
た
こ
と
の
説
明
と
し
て
「
痛
快
」
は
言
い
過
ぎ
だ
ろ
う
。
ま
た
、
選
択
肢
5
に
あ
る
よ
う
な
、
自
分
の
思
い

を
Ｏ
君
が
理
解
し
て
く
れ
て
い
た
と
い
う
内
容
が
説
明
さ
れ
て
い
な
い
点
も
不
足
し
て
い
る
の
で
×
。

4
は
、
前
半
は
良
い
と
し
て
、
後
半
の
「
い
か
に
も
月
見
草
に
興
味
が
な
い
人
の
行
為
の
よ
う
な
ほ
ほ
え
ま
し
い
も
の
だ
っ
た
」
と
い
う
解
釈
は
あ
ま
り
に
浅
薄
だ
。
傍
線

部
の
直
後
に
「
私
も
思
い
切
っ
て
大
き
な
や
つ
を
引
け
ば
よ
か
っ
た
」
と
あ
る
よ
う
に
、
Ｏ
君
の
月
見
草
に
対
す
る
意
外
な
行
動
に
対
し
て
、
私
は
前
向
き
に
と
ら
え
て
反
応
し

て
い
る
点
か
ら
考
え
る
と
、「
い
か
に
も
月
見
草
に
興
味
が
な
い
人
の
行
為
」
と
い
う
表
面
的
な
判
断
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
Ｏ
君
と
私
の
心
情
的
な
つ
な
が
り

に
つ
い
て
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
な
い
点
で
も
×
。

5
は
、
前
半
の
「
月
見
草
に
関
心
が
な
く
、
釣
り
に
夢
中
だ
と
思
っ
て
い
た
Ｏ
君
が
月
見
草
の
大
き
な
株
を
手
に
し
て
い
た
光
景
は
意
外
」
と
い
う
説
明
は
本
文
の
事
実
関

係
や
そ
こ
ま
で
の
流
れ
を
押
さ
え
て
お
り
Ｏ
Ｋ
。
後
半
の
「
月
見
草
へ
の
自
分
の
思
い
を
Ｏ
君
が
理
解
し
て
く
れ
て
い
た
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
う
れ
し
い
も
の
だ
っ
た
か
ら
」
と

い
う
説
明
も
、
傍
線
部
の
直
後
の
「
私
も
思
い
切
っ
て
大
き
な
や
つ
を
引
け
ば
よ
か
っ
た
」
と
い
う
心
情
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
る
点
で
Ｏ
Ｋ
。
友
人
で
あ
る
Ｏ
君
は
、
月
見
草
に

関
心
が
な
い
よ
う
に
見
え
て
、
心
の
奥
底
で
は
私
の
こ
と
を
本
当
は
心
配
し
て
く
れ
て
お
り
（
一
緒
に
多
摩
川
べ
り
の
是
政
に
出
か
け
た
の
も
私
を
想
っ
て
の
こ
と
と
判
断
で
き

る
）、
私
の
目
的
と
し
た
月
見
草
の
大
き
な
株
を
手
い
っ
ぱ
い
持
っ
て
く
る
こ
と
で
私
へ
の
想
い
を
表
現
し
、
一
方
の
私
も
そ
う
し
た
Ｏ
君
の
一
見
不
器
用
に
見
え
る
行
動
の
背

後
に
あ
る
私
へ
の
優
し
さ
や
想
い
を
感
じ
取
っ
て
嬉
し
く
思
い
、「
な
ん
だ
か
よ
ろ
こ
ば
し
い
図
」
と
表
現
し
て
い
る
。「
月
見
草
」
を
キ
ー
と
し
た
二
人
の
行
動
と
心
情
の
や
り

と
り
を
理
解
で
き
た
か
ど
う
か
が
勝
負
に
な
る
。
こ
れ
が
正
解
だ
。

た
だ
、
こ
の
問
題
で
5
を
い
き
な
り
正
解
と
す
る
に
は
本
文
に
根
拠
が
薄
い
の
で
、
5
以
外
の
選
択
肢
に
キ
ズ
を
見
つ
け
て
×
し
、
消
去
し
て
い
く
こ
と
で
正
解
の
5
を
浮

か
び
あ
が
ら
せ
て
い
く
と
い
う
や
り
方
の
方
が
確
実
だ
ろ
う
。

正
解

16

5
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問
4

心
情
説
明
問
題

基
礎

傍
線
部
Ｃ
「
突
然
私
は
病
院
に
い
る
妻
の
こ
と
を
思
い
出
し
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
前
後
の
「
私
」
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
。

ま
ず
、
こ
こ
で
「
私
」
の
置
か
れ
て
い
る
場
面
状
況
を
正
確
に
と
ら
え
よ
う
。
小
説
に
お
け
る
5
Ｗ
1
Ｈ
の
把
握
は
と
て
も
重
要
だ
。

○
小
説
読
解
に
お
い
て
は
、
必
ず
5
Ｗ
1
Ｈ
を
意
識
し
よ
う
。

「
5
Ｗ
1
Ｈ
」
と
は
？

1

W
ho（
だ
れ
が
）

2

W
hen（
い
つ
）

3

W
here（
ど
こ
で
）

4

W
hat（
な
に
を
）

5

W
hy（
な
ぜ
）

6

H
ow
（
ど
の
よ
う
に
）

※
場
合
に
よ
り
、「
W
hom
（
誰
に
）」
の
一
つ
を
付
け
加
え
て
、「
6
Ｗ
1
Ｈ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

5
Ｗ
1
Ｈ
を
意
識
し
な
が
ら
、
傍
線
部
Ｃ
の
前
後
を
ま
と
め
て
み
よ
う
。

1

Ｏ
君
と
多
摩
川
べ
り
の
是
政
に
出
か
け
、
無
事
に
月
見
草
を
取
っ
て
帰
る
段
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
乗
る
は
ず
の
汽
動
車
（
ガ
ソ
リ
ン
・
カ
ア
）
が
来
る
ま
で
ま
だ
一
時
間

も
あ
り
、
暇
な
私
は
待
合
室
の
入
り
口
か
ら
、
村
を
見
て
い
た
。

2

私
は
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
建
物
を
見
つ
け
、
暗
か
っ
た
窓
に
ポ
ツ
リ
ポ
ツ
リ
と
灯
が
つ
き
は
じ
め
た
の
を
見
た
時
、
傍
線
部
Ｃ
「
突
然
私
は
病
院
に
い
る
妻
の
こ
と
を
思
い
出

し
た
」。

3

そ
し
て
、
今
は
そ
ば
に
い
な
い
妻
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
心
配
し
て
い
る
う
ち
に
「
寂
し
さ
が
こ
み
あ
げ
て
来
た
」
私
は
、「
Ｏ
君
を
一
人
残
し
て
、
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
方
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へ
歩
い
て
行
っ
た
」。
そ
の
理
由
は
「
妻
も
こ
の
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
に
住
ん
で
い
る
か
の
如
き
気
持
」
が
し
た
か
ら
で
あ
る
。

4

人
の
住
む
気
配
を
感
じ
な
が
ら
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
前
を
通
り
過
ぎ
る
時
も
「
妻
よ
、
安
ら
か
な
れ
」
と
「
胸
の
な
か
で
」
言
い
な
が
ら
、「
私
は
感
傷
的
で
、
涙
が
溢
れ
そ

う
」
に
な
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
流
れ
を
つ
か
ん
で
選
択
肢
を
見
て
い
こ
う
。

1
は
、「
忘
れ
よ
う
と
努
め
て
い
た
妻
の
不
在
が
ふ
と
思
い
出
さ
れ
て
絶
望
的
な
思
い
に
な
っ
た
」
が
×
。
そ
う
し
た
記
述
は
本
文
に
は
な
い
。

2
は
、
前
半
の
「
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
建
物
に
灯
が
と
も
り
始
め
た
の
を
見
て
、
離
れ
た
地
で
入
院
中
の
妻
の
こ
と
が
急
に
頭
に
浮
か
び
、
そ
の
不
在
を
感
じ
た
」
が
傍
線
部

の
前
ま
で
の
1
〜
3
ま
で
の
流
れ
を
押
さ
え
て
い
て
Ｏ
Ｋ
。「
妻
が
す
ぐ
そ
こ
に
い
る
よ
う
な
思
い
に
か
ら
れ
て
建
物
に
近
づ
き
」「
人
々
の
生
活
の
気
配
を
感
じ
る
う
ち
に
妻
の

こ
と
を
改
め
て
意
識
し
て
、
そ
の
平
穏
を
願
い
胸
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
説
明
も
、
本
文
の
87
行
目
か
ら
の
段
落
の
内
容
に
合
致
し
て
い
る
。
こ
れ
が
正
解
。

3
は
、
一
文
目
の
説
明
は
良
い
と
し
て
も
、
二
文
目
の
「
し
か
し
、
あ
ま
り
思
わ
し
く
な
い
妻
の
病
状
を
考
え
、
現
実
と
の
落
差
に
対
す
る
失
望
感
か
ら
泣
き
出
し
そ
う
な

思
い
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
説
明
が
×
。
妻
の
病
状
は
思
わ
し
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
現
実
と
の
落
差
に
対
す
る
失
望
感
」
を
感
じ
て
「
泣
き
出
し
そ
う
な
思
い
に

な
っ
て
い
る
」
と
い
う
記
述
は
本
文
に
は
な
い
。

4
も
、
一
文
目
の
説
明
は
良
い
と
し
て
も
、
二
文
目
の
「
朝
か
ら
月
見
草
を
め
ぐ
る
自
分
の
心
の
空
虚
さ
に
こ
だ
わ
り
、
妻
の
病
を
忘
れ
て
い
た
こ
と
に
罪
悪
感
を
覚
え
、

妻
へ
の
申
し
訳
な
さ
で
頭
が
い
っ
ぱ
い
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
説
明
が
×
。「
自
分
の
心
の
空
虚
さ
に
こ
だ
わ
り
、
妻
の
病
を
忘
れ
て
い
た
」
と
い
う
根
拠
が
本
文
に
な
く
、

さ
ら
に
そ
れ
を
「
罪
悪
感
」
と
感
じ
て
い
る
と
も
取
れ
な
い
。

5
は
、「
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
建
物
が
骸
骨
の
よ
う
に
見
え
た
こ
と
で
、
療
養
中
の
妻
の
こ
と
を
に
わ
か
に
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
の
説
明
が
事
実
関
係
と
違
っ
て
お
り
×
。

ま
た
、「
そ
の
感
情
が
是
政
駅
で
感
じ
た
寒
さ
や
疲
労
と
結
び
つ
い
て
、
妻
が
い
つ
ま
で
も
退
院
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
が
ふ
く
ら
み
」
と
い
う
説
明
も
本
文
の

内
容
か
ら
ま
っ
た
く
取
れ
な
い
。

本
文
読
解
を
ベ
ー
ス
に
し
て
正
解
の
2
を
選
ぶ
の
は
難
し
く
な
い
が
、
必
ず
消
去
法
で
他
の
選
択
肢
を
×
す
る
と
い
う
確
認
を
怠
ら
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。

正
解

17

2

問
5

心
情
説
明
問
題

応
用
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傍
線
部
Ｄ
「
そ
れ
は
ま
る
で
花
の
天
国
の
よ
う
で
あ
っ
た
。」
と
あ
る
が
、
こ
こ
に
至
る
ま
で
の
月
見
草
に
関
わ
る
「
私
」
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
こ
も
問
4
と
同
様
、
ま
ず
5
Ｗ
1
Ｈ
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
読
解
し
て
い
こ
う
。

1

サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
前
を
通
り
過
ぎ
な
が
ら
妻
の
こ
と
を
想
っ
て
「
感
傷
的
で
、
涙
が
溢
れ
そ
う
」
に
な
っ
て
い
た
私
だ
が
、
目
の
前
に
今
咲
い
た
ば
か
り
の
月
見
草
の
果
て

し
な
い
群
落
を
見
つ
け
、「
涙
な
ど
一
遍
に
引
っ
込
ん
で
」
し
ま
う
く
ら
い
の
感
動
を
覚
え
る
。

2

暫
く
佇
ん
で
月
見
草
の
咲
く
群
れ
を
見
て
い
た
が
、
ガ
ソ
リ
ン
・
カ
ア
が
来
る
時
間
な
の
で
、
Ｏ
君
の
待
つ
是
政
駅
へ
と
戻
り
、
ガ
ソ
リ
ン
・
カ
ア
に
乗
り
込
ん
だ
。

3

ガ
ソ
リ
ン
・
カ
ア
が
走
っ
て
ゆ
く
前
方
は
、
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
は
後
ろ
に
消
え
て
い
く
月
見
草
の
花
が
ひ
っ
き
り
な
し
に
続
く
「
す
べ
て
一
面
、
月
見
草

の
原
」
で
あ
り
、
私
は
そ
れ
を
見
て
「
息
を
呑
」
み
、
傍
線
部
Ｄ
「
そ
れ
は
ま
る
で
花
の
天
国
の
よ
う
で
あ
っ
た
。」
と
い
う
感
想
を
抱
く
。

次
に
、
傍
線
部
Ｄ
中
の
「
ま
る
で
花
の
天
国
の
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
い
う
比
喩
（
直
喩
）
表
現
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
を
考
え
な
が
ら
選
択
肢
を
見
て
い
こ
う
。

1
は
、「
是
政
の
駅
に
戻
る
途
中
で
目
に
し
た
、
今
咲
い
た
ば
か
り
の
月
見
草
の
群
れ
は
、
ど
こ
ま
で
も
果
て
し
な
く
広
が
る
よ
う
で
、
自
分
の
感
傷
を
吹
き
飛
ば
す
ほ
ど
の

も
の
だ
っ
た
」
と
い
う
説
明
は
先
ほ
ど
見
た
1
の
内
容
に
合
致
す
る
。「
さ
ら
に
武
蔵
境
へ
向
か
う
車
中
で
見
た
、
三
方
か
ら
光
の
中
に
現
れ
て
は
闇
に
消
え
て
い
く
一
面
の
月

見
草
の
花
に
よ
っ
て
」
の
説
明
も
3
の
内
容
に
合
致
す
る
。
そ
し
て
、
傍
線
部
の
「
ま
る
で
花
の
天
国
の
よ
う
で
あ
っ
た
」
と
い
う
比
喩
の
説
明
と
し
て
、
選
択
肢
の
後
半
で

「
憂
い
や
心
労
に
満
ち
た
日
常
か
ら
自
分
が
解
放
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
た
」
と
書
か
れ
て
い
る
点
に
関
し
て
は
、
目
の
前
に
続
く
月
見
草
の
原
を
見
た
「
私
」
は
、
そ
れ
を
辛
い

日
常
か
ら
解
放
さ
れ
る
「
天
国
（

≒

非
日
常
の
世
界
）」
と
感
じ
た
と
判
断
で
き
る
の
で
Ｏ
Ｋ
。
こ
れ
が
正
解
だ
が
、
残
り
も
必
ず
消
去
し
て
お
こ
う
。

2
は
、
一
文
目
の
説
明
は
な
ん
と
か
事
実
関
係
と
し
て
Ｏ
Ｋ
だ
と
し
て
も
、
二
文
目
の
「
庭
に
月
見
草
が
復
活
す
る
と
い
う
確
信
を
得
た
」
と
い
う
説
明
は
、
こ
こ
で
の

「
花
の
天
国
」
の
説
明
と
し
て
は
不
適
で
×
。

3
は
、
一
文
目
の
説
明
は
Ｏ
Ｋ
だ
と
し
て
も
、
二
文
目
の
「
妻
の
病
も
回
復
に
向
か
う
だ
ろ
う
と
い
う
希
望
を
も
っ
た
」
の
箇
所
が
×
。
こ
こ
で
は
「
妻
」
の
存
在
は
無
関

係
だ
。

4
は
、
一
文
目
の
説
明
は
Ｏ
Ｋ
だ
と
し
て
も
、
二
文
目
の
「
月
見
草
に
死
後
の
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
感
じ
取
り
」
や
「
毎
夜
こ
の
よ
う
な
光
景
を
見
て
い
る
運
転
手
は
死
に

魅
入
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
想
像
し
た
」
と
い
う
内
容
は
、「
花
の
天
国
」
と
い
う
筆
者
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
の
価
値
観
を
持
つ
捉
え
方
と
反
対
の
方
向
性
な
の
で
×
。
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5
は
、
一
文
目
の
説
明
は
Ｏ
Ｋ
だ
と
し
て
も
、
二
文
目
の
「
自
分
と
妻
の
将
来
に
明
る
い
幸
福
を
予
感
さ
せ
て
く
れ
た
」
は
3
の
選
択
肢
と
同
様
、
こ
こ
で
は
無
関
係
な
妻

に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
の
で
×
。

正
解

18

1

問
6

表
現
の
特
徴
・
叙
述
の
説
明
問
題

応
用

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

「
適
当
な
も
の
」
を
選
ぶ
問
題
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
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
ど

う
か
を
検
討
し
、
○
×
（
時
に
△
）
を
つ
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
、「
菜
園
を
始
め
る
際
の
会
話
部
分
を
テ
ン
ポ
よ
く
描
き
」
ま
で
の
説
明
は
Ｏ
Ｋ
だ
が
、「
妹
の
快
活
な
性
格
」
と
い
う
説
明
に
？
が
付
く
。
夫
を
失
っ
た
妹
は
、
こ
こ

で
兄
で
あ
る
私
の
心
を
慰
め
る
た
め
に
菜
園
を
始
め
る
提
案
を
す
る
が
、
そ
れ
は
妹
の
得
意
分
野
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
で
あ
り
、
兄
を
慰
め
る
た
め
の
カ
ラ
元
気
レ
ベ
ル

の
発
言
と
い
え
る
も
の
で
、「
妹
の
快
活
な
性
格
」
と
い
え
る
ほ
ど
の
根
拠
は
本
文
に
見
当
た
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
の
選
択
肢
は
い
き
な
り
×
は
で
き
な
い
の
で
、
△
で
通
過
し

て
お
く
。

2
の
「
体
言
止
め
の
繰
り
返
し
」
に
よ
っ
て
起
こ
る
表
現
上
の
メ
リ
ッ
ト
は
、「
リ
ズ
ム
が
整
っ
た
り
、
テ
ン
ポ
が
良
く
な
っ
た
り
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
て
、「
印
象
深
い
記

憶
で
あ
っ
た
こ
と
を
強
調
」
す
る
と
い
う
効
果
は
な
い
の
で
×
。

3
は
、「
カ
タ
カ
ナ
表
記
の
擬
音
語
・
擬
態
語
を
使
う
こ
と
」
で
「
緊
迫
感
を
高
め
て
い
る
」
と
い
う
表
現
効
果
が
起
き
る
場
合
も
あ
る
が
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
該
当

箇
所
を
見
る
と
、
車
外
の
風
景
描
写
と
し
て
の
効
果
で
あ
っ
た
り
、
灯
が
次
第
に
つ
い
て
行
く
こ
と
を
印
象
づ
け
る
も
の
で
あ
っ
た
り
、
孤
独
感
を
表
し
て
い
た
り
す
る
も
の
で
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あ
っ
た
り
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
説
明
の
よ
う
に
「
緊
迫
感
を
高
め
て
い
る
」
わ
け
で
は
な
い
の
で
×
。

4
の
選
択
肢
の
取
捨
が
非
常
に
難
し
い
。
小
説
や
随
想
（
随
筆
）
に
お
い
て
、
具
体
的
な
事
物
が
キ
ー
ワ
ー
ド
化
し
て
、
そ
こ
に
筆
者
や
主
人
公
な
ど
の
心
情
が
込
め
ら
れ

た
り
反
映
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
表
現
と
し
て
常
套
手
段
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
「
月
見
草
」
が
そ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
に
あ
た
る
。
説
明
の
よ
う
に
、「
44
・
45
行
目
や
、

60
行
目
に
お
け
る
月
見
草
の
匂
い
の
有
無
に
関
す
る
叙
述
」
が
あ
る
こ
と
は
事
実
だ
。
し
か
し
そ
れ
が
「
110
行
目
の
、『
私
』
が
網
棚
か
ら
月
見
草
を
下
ろ
す
と
き
に
『
ぷ
ん
と

か
ぐ
わ
し
い
香
り
が
し
た
』
と
い
う
嗅
覚
体
験
を
際
立
た
せ
る
表
現
と
な
っ
て
い
る
」
か
ど
う
か
は
、
は
っ
き
り
言
っ
て
判
断
し
づ
ら
い
。
こ
れ
も
△
で
通
過
す
る
。

5
の
説
明
に
あ
る
75
行
目
「
疲
れ
て
い
た
。
寒
か
っ
た
。
お
な
か
が
空
い
て
い
た
。」
と
い
う
部
分
は
、「『
私
』
の
状
況
が
次
第
に
悪
化
し
て
い
く
過
程
を
強
調
す
る
表
現
」

と
は
言
え
な
い
の
で
×
。
こ
こ
で
は
、「
疲
れ
て
い
た
」

≒

「
寒
か
っ
た
」

≒
「
お
な
か
が
空
い
て
い
た
」
と
三
つ
並
列
関
係
に
あ
る
と
捉
え
る
べ
き
で
、
そ
れ
ら
を
畳
み
掛
け

る
こ
と
で
「
私
」
の
状
況
が
良
く
な
い
こ
と
を
よ
り
的
確
に
表
し
て
い
る
が
、「
次
第
に
悪
化
」
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

6
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
「
よ
う
に
」
を
用
い
た
比
喩
（
直
喩
）
表
現
の
効
果
を
、「『
私
』
の
心
理
を
間
接
的
に
表
現
し
て
い
る
」
と
い
う
説
明
は
問
題
な
い
。
私
が
感
じ
た

暗
い
サ
ナ
ト
リ
ウ
ム
の
不
気
味
さ
を
「
骸
骨
の
よ
う
に
」
と
た
と
え
、
今
開
い
た
ば
か
り
の
月
見
草
が
私
を
歓
迎
し
て
く
れ
て
い
る
様
子
を
「
私
を
迎
え
る
よ
う
に
」
と
た
と
え

て
い
る
。
こ
れ
は
確
実
に
正
解
と
判
断
で
き
る
。

さ
て
、
△
に
し
て
お
い
た
1
と
4
の
判
断
だ
が
、
1
の
妹
に
関
し
て
前
書
き
と
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
箇
所
を
拾
っ
て
い
く
と
、「
夫
に
先
立
た
れ
途
方
に
暮
れ
て
い
る
妹
」

「
小
さ
な
菜
園
だ
が
、
作
り
は
じ
め
る
と
、
妹
は
急
に
生
き
生
き
と
し
て
来
た
」「
菜
園
の
世
話
を
し
て
い
れ
ば
、
途
方
に
く
れ
た
思
い
も
、
一
と
時
忘
れ
る
こ
と
が
出
来
、
心
が

慰
ま
る
か
ら
に
ち
が
い
な
い
」「
遣
り
場
の
な
い
思
い
を
、
慰
め
、
紛
ら
そ
う
が
た
め
」
な
ど
が
見
つ
か
る
。
こ
の
描
写
か
ら
考
え
て
、
妹
の
発
言
に
「
！
」
が
使
わ
れ
て
い
た

り
述
語
が
省
略
さ
れ
た
り
し
て
い
る
こ
と
は
テ
ン
ポ
の
良
さ
に
は
つ
な
が
っ
て
い
て
も
、「
妹
の
快
活
な
性
格
」
を
表
現
し
て
い
る
と
判
断
す
る
の
は
難
し
い
。

一
方
の
4
だ
が
、
キ
ー
ワ
ー
ド
に
あ
た
る
「
月
見
草
」
は
私
に
と
っ
て
心
慰
め
て
く
れ
る
重
要
な
も
の
で
あ
り
、
問
5
の
正
解
1
に
あ
る
よ
う
に
「
憂
い
や
心
労
に
満
ち
た

日
常
か
ら
自
分
が
解
放
さ
れ
る
よ
う
に
感
じ
」
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
と
い
え
る
。
そ
う
し
た
点
で
、「
月
見
草
」
は
視
覚
的
な
要
素
だ
け
で
な
く
、
嗅
覚
的
な
要
素
に
お
い
て
も

私
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
本
文
最
後
の
段
落
を
読
ん
で
も
明
ら
か
だ
。「
嗅
覚
体
験
を
際
立
た
せ
る
表
現
」
と
い
う
点
に
や
や
疑
問
符
が
つ
く
も
の
の
、
こ
ち
ら
を
二

つ
目
の
正
解
と
し
て
選
ぶ
こ
と
に
す
る
。

正
解

19
・
20

4
・
6
（
順
不
同
）
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