
二
〇
一
三
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験

解
説
︿
現
代
文
﹀

第
�
問

評
論
︵
随
筆
︶

小
林
秀
雄
﹁
鐔つ

ば

﹂

﹇
概

要
﹈

今
年
度
の
第
�
問
は
、
昭
和
を
代
表
す
る
批
評
家
、
小
林
秀
雄
︵
一
九
〇
二
～
一
九
八
三
︶
の
﹁
鐔
﹂
が
出
典
で
あ
り
、
例
年
の
よ
う
な
硬
質
の
評
論
文
で
は
な
く
、
随
筆
的
評
論

文
で
あ
っ
た
。
本
文
の
分
量
が
増
加
︵
三
六
〇
〇
字
↓
四
二
〇
〇
字
︶
し
、
注
も
多
く
、
心
情
や
文
学
的
表
現
を
問
う
問
題
も
出
題
さ
れ
る
な
ど
、
例
年
と
の
違
い
に
受
験
生
は
か
な

り
戸
惑
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。

全
体
が
四
つ
の
部
分
に
分
か
れ
、﹁
鐔
﹂
に
う
か
が
わ
れ
る
実
用
性
と
精
神
性
に
つ
い
て
筆
者
が
考
察
し
て
い
く
文
章
で
あ
り
、
問
�
�
に
も
あ
る
よ
う
に
、
最
初
に
主
旨
を
表
し
、

残
り
の
三
つ
の
部
分
で
具
体
的
な
話
題
を
提
示
し
て
い
く
構
成
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
構
成
も
読
み
取
り
に
く
さ
を
増
幅
さ
せ
て
い
る
。

設
問
別
に
見
る
と
、
問
�
の
漢
字
は
例
年
並
み
の
レ
ベ
ル
。
問
�
は
傍
線
部
前
後
の
本
文
に
は
根
拠
が
薄
く
、
難
レ
ベ
ル
。
全
体
の
主
旨
が
反
映
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い

と
解
け
な
い
。
問
�
は
基
本
レ
ベ
ル
だ
が
、
問
�
や
問
�
は
文
学
的
表
現
や
随
筆
的
な
心
情
を
問
う
問
題
で
あ
り
、
戸
惑
っ
た
受
験
生
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
問
�
は
一
昨
年

の
形
式
に
戻
っ
て
﹁
表
現
と
構
成
﹂
を
問
う
�
問
に
枝
分
か
れ
し
た
。

﹇
解

説
﹈

問
�

漢
字
問
題

傍
線
部
�
～
�
の
漢
字
と
同
じ
漢
字
を
含
む
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

昨
年
に
続
い
て
受
験
生
の
漢
字
力
の
有
無
が
問
わ
れ
る
レ
ベ
ル
の
漢
字
が
並
ん
だ
。
日
本
語
は
同
音
異
義
語
が
多
い
の
で
、
正
確
に
文
脈
を
踏
ま
え
、
漢
字
の
意
味
を
把
握
し

て
欲
し
い
。
解
答
に
あ
た
っ
て
は
、
選
択
肢
を
﹁
消
去
法
﹂
で
正
解
に
た
ど
り
つ
く
こ
と
も
可
能
だ
が
、
で
き
れ
ば
自
力
で
書
け
る
力
を
付
け
て
お
き
た
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

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
。

�

同
僚

◎
1

官
僚

2

治
療

3

受
領

4

丘
陵

5

清
涼
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空
漠

1

束
縛

2

爆
笑

◎
3

砂
漠

4

幕
府

5

麦
芽
糖




伴
奏

◎
1

同
伴

2

繁
華
街

3

搬
入

4

頒
布

5

重
版

�

空
疎

◎
1

疎
遠

2

租
税

3

措
置

4

阻
止

5

塑
像

�

森
閑

1

喚
問

2

緩
和

3

勇
敢

4

歓
喜

◎
5

閑
散

正
解

�

1

	

3




1

�

1

�

5

�

�

�

�

�

問
�

応
用

傍
線
部
Ａ

﹁
日
本
人
の
鐔
と
い
う
も
の
の
見
方
も
考
え
方
も
、
ま
る
で
変
っ
て
了
っ
た
﹂
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
選

べ
。こ

の
問
題
は
、
例
年
の
問
�
、
傍
線
部
Ａ

の
問
題
と
は
質
的
に
違
っ
て
い
る
。
傍
線
部
Ａ

が
意
図
す
る
内
容
は
、
単
純
に
そ
の
部
分
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
を
超
え
て
本
文
の

主
旨
に
関
係
す
る
も
の
だ
。
そ
れ
は
問
�
�
の
、﹁
本
文
の
構
成
﹂
が
問
わ
れ
て
い
る
問
題
を
見
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
。

そ
の
意
味
で
、
問
�
�
の
正
解
の
選
択
肢
1

を
先
に
見
て
み
る
と
、﹁
こ
の
文
章
は
、
最
初
の
部
分
が
全
体
の
主
旨
を
表
し
、
残
り
の
三
つ
の
部
分
が
そ
れ
に
関
す
る
具
体
的

な
話
題
に
よ
る
説
明
と
い
う
構
成
に
な
っ
て
い
る
﹂
と
あ
り
、
最
初
の
部
分
が
全
体
の
主
旨
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

こ
の
文
章
全
体
を
通
じ
て
の
主
題
は
、﹁
鐔
﹂
の
持
つ
実
用
性
︵
有
用
性
︶
と
高
い
精
神
性
︵
文
化
的
存
在
︶
に
あ
る
。
筆
者
、
小
林
秀
雄
は
最
初
に
主
旨
を
提
示
し
た
後
に
、

文
章
全
体
を
通
し
て
、
そ
れ
を
具
体
的
に
示
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

具
体
的
な
解
法
と
し
て
は
、
傍
線
部
Ａ

の
後
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
を
正
確
に
追
っ
て
い
く
こ
と
に
つ
き
る
。
ま
ず
﹁
特
権
階
級
の
標
格
た
る
太
刀
が
、
実
用
本
位
の
兇
器
に

変
じ
た
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
応
仁
の
大
乱
以
後
、
そ
れ
ま
で
﹁
標
格
﹂︵
象
徴
︶
に
過
ぎ
な
か
っ
た
太
刀
が
、
乱
世
の
戦
い
の
場
に
お
け
る
﹁
実
用
本
位
の
兇
器
﹂
と
な
り
、
中

で
も
﹁
実
用
上
、
鐔
と
い
う
拵
だ
け
は
省
け
な
い
﹂
と
あ
る
よ
う
に
太
刀
に
お
け
る
﹁
鐔
﹂
の
実
用
性
の
高
さ
が
書
か
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
人
間
は
乱
世
の
中
で
も
文
化
を
捜
さ
な
け
れ
ば
生
き
て
い
け
な
い
存
在
で
あ
り
、﹁
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
人
心
の
動
き
が
、
兇
器
の
一
部
分
品
を
﹂﹁
鐔
に
仕
立
て
て
行

く
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、﹁
鐔
﹂
が
実
用
の
存
在
で
あ
る
と
と
も
に
文
化
的
な
存
在
と
し
て
高
い
精
神
性
を
持
つ
も
の
に
変
化
し
て
い
く
さ
ま
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
内
容

こ
そ
が
、
応
仁
の
大
乱
を
境
と
し
た
﹁
日
本
人
の
鐔
と
い
う
も
の
の
見
方
も
考
え
方
も
、
ま
る
で
変
っ
て
了
っ
た
﹂
と
い
う
内
容
に
あ
た
る
。
選
択
肢
を
見
る
と
、
1

が
こ
の

内
容
を
す
べ
て
押
さ
え
て
い
て
正
解
。
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●
﹁
鐔
﹂
の
存
在
の
変
化

�

応
仁
の
大
乱
以
前
は
、
特
権
階
級
の
標
格
︵
象
徴
︶
に
過
ぎ
な
い
刀
剣
の
一
部
。

�

応
仁
の
大
乱
以
後
は
、
乱
世
の
戦
い
の
場
に
お
け
る
﹁
実
用
本
位
の
兇
器
﹂
の
一
部
と
し
て
必
須
の
存
在
。

�

人
間
は
乱
世
の
中
で
ど
う
在
ろ
う
と
も
、
平
常
心
を
、
秩
序
を
、
文
化
を
捜
さ
な
け
れ
ば
生
き
て
行
け
な
い
存
在
で
あ
り
、﹁
止
む
に
止
ま
れ
ぬ
人
心
の
動
き
が
、
兇
器

の
一
部
分
品
を
﹂﹁
鐔
に
仕
立
て
て
行
く
﹂
と
い
う
意
味
で
の
高
い
精
神
性
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
中
で
特
に
大
切
な
ポ
イ
ン
ト
は
�
の
内
容
。
正
解
の
選
択
肢
1

に
お
け
る
、﹁
乱
世
に
お
い
て
も
自
分
を
見
失
わ
ず
し
た
た
か
に
生
き
抜
く
た
め
の
精
神
性
﹂
と
い
う
内

容
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
か
ど
う
か
が
勝
負
の
鍵
を
握
る
。
た
だ
し
、﹁
平
常
心
・
秩
序
・
文
化
﹂
の
こ
と
を
乱
暴
に
﹁
精
神
性
﹂
と
ま
と
め
て
し
ま
っ
て
い

る
の
で
、
こ
の
選
択
肢
の
書
き
方
に
は
や
や
疑
問
を
感
じ
る
。

残
り
の
選
択
肢
を
消
去
し
て
お
こ
う
。

2

は
、
前
半
部
の
﹁
日
用
品
と
し
て
の
﹂
が
×
。
ま
た
﹁
身
分
を
問
わ
ず
﹂
以
下
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
。

3

は
、
前
半
部
に
﹁
標
格
︵
象
徴
︶﹂
の
説
明
が
な
く
、
ま
た
後
半
の
説
明
は
﹁
鐔
﹂
の
武
器
と
し
て
の
実
用
性
の
高
さ
に
つ
い
て
は
書
か
れ
て
い
て
も
、﹁
鐔
﹂
が
人
間
存

在
と
結
び
つ
い
た
文
化
的
な
存
在
と
し
て
高
い
精
神
性
を
持
つ
も
の
に
変
化
し
て
い
く
様
子
に
つ
い
て
の
記
述
が
無
い
の
で
×
。
た
だ
し
、
単
純
に
傍
線
部
と
そ
の
前
後
だ
け
読

ん
で
解
い
て
し
ま
う
と
3

を
選
ん
で
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
の
で
注
意
し
た
い
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
問
�
�
の
全
体
の
構
成
を
ヒ
ン
ト
に
、
こ
の
傍
線
部
Ａ

に
書
か
れ
て
い

る
こ
と
が
、
全
体
の
主
旨
に
関
係
す
る
も
の
だ
と
わ
か
れ
ば
、
3

の
説
明
で
は
表
面
的
な
解
説
に
過
ぎ
な
い
と
わ
か
っ
て
落
と
せ
る
は
ず
だ
。

4

は
、
後
半
の
﹁
乱
世
に
お
い
て
﹂
以
下
の
説
明
が
×
。
ま
た
、
3

で
説
明
し
た
よ
う
に
﹁
鐔
﹂
の
持
つ
本
質
的
な
価
値
に
つ
い
て
の
説
明
も
無
い
。

5

は
、
後
半
の
﹁
戦
い
の
場
で
士
気
を
鼓
舞
す
る
よ
う
な
﹂
役
割
に
つ
い
て
は
本
文
に
記
述
が
な
く
、
ま
た
、
3

で
説
明
し
た
よ
う
に
鐔
の
持
つ
本
質
的
な
価
値
に
つ
い
て

の
説
明
も
無
い
の
で
×
。

正
解

1

�

問
�

基
本

傍
線
部
Ｂ

﹁
ど
う
も
知
識
の
遊
戯
に
過
ぎ
ま
い
と
い
う
不
安
を
覚
え
る
﹂
と
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
筆
者
の
ど
の
よ
う
な
考
え
が
あ
る
か
。
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
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こ
の
問
題
は
傍
線
部
の
前
後
を
正
確
に
読
み
、
傍
線
部
自
体
の
意
味
を
し
っ
か
り
理
解
す
れ
ば
解
け
る
基
本
問
題
だ
。

ま
ず
、
傍
線
部
Ｂ

の
﹁
ど
う
も
知
識
の
遊
戯
に
過
ぎ
ま
い
と
い
う
不
安
を
覚
え
る
﹂
と
い
う
の
は
文
章
と
し
て
い
く
つ
か
要
素
が
抜
け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
①
﹃
何
に
つ
い

て
﹄、
②
﹃
ど
う
す
る
こ
と
が
﹄﹁
知
識
の
遊
戯
に
過
ぎ
ま
い
と
い
う
不
安
を
覚
え
る
﹂
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
①
﹃
何
に
つ
い
て
﹄
に
関
し
て
は
、
直
接
的
に
は
傍
線
部
Ｂ

の
直
前
に
あ
る
よ
う
に
﹁
こ
の
時
代
︵
戦
国
時
代
︶
の
鐔
の
模
様
﹂
に
見
ら
れ
る
﹁
さ
れ
こ
う
べ
﹂
や

﹁
五
輪
塔
や
ら
経
文
﹂
に
つ
い
て
だ
が
、
も
う
少
し
一
般
化
す
る
と
、
傍
線
部
Ｂ

の
直
後
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、﹁
戦
国
武
士
達
﹂
と
﹁
仏
教
﹂
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

次
に
、
②
﹃
ど
う
す
る
こ
と
﹄
に
関
し
て
は
、
傍
線
部
Ｂ

の
直
前
に
あ
る
よ
う
に
、﹁
仏
教
思
想
の
影
響
と
い
う
よ
う
な
簡
単
な
言
葉
で
片
附
け
﹂
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
借
り

物
の
知
識
や
机
上
の
空
論
に
過
ぎ
な
い
観
念
的
な
理
屈
で
説
明
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

そ
し
て
、
筆
者
は
そ
う
し
た
﹁
知
識
の
遊
戯
﹂
に
不
安
を
覚
え
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、
実
際
に
琵
琶
の
音
を
聞
く
こ
と
で
﹁
こ
れ
な
ら
解
る
﹂
と
感
じ
て

い
る
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
観
念
的
な
理
解
で
は
な
く
、
実
体
験
を
伴
っ
た
理
解
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
が
筆
者
の
考
え
だ
と
わ
か
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
選
択
肢
を
見
る
と
、
5

が
正
解
だ
と
わ
か
る
。

1

は
、
後
半
の
﹁
説
教
琵
琶
の
よ
う
な
﹂
以
下
が
×
。
筆
者
は
何
も
当
時
の
芸
能
に
携
わ
れ
、
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

2

は
、
全
体
的
に
×
。
戦
国
武
士
達
に
と
っ
て
の
仏
教
が
﹁
知
的
な
遊
び
に
富
む
﹂
な
ど
と
は
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
し
、
右
で
説
明
し
た
筆
者
の
考
え
で
も
な
い
。

3

は
、﹁
文
献
か
ら
仏
教
思
想
を
学
ぶ
こ
と
に
加
え
て
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
が
×
。
こ
う
し
た
﹁
文
献
﹂
か
ら
の
理
解
を
筆
者
は
観
念
的
と
呼
ん
で
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

4

は
、﹁
鐔
工
や
戦
国
武
士
達
が
仏
教
思
想
を
理
解
し
て
い
た
﹂
の
が
﹁
浅
は
か
な
見
方
﹂
と
い
う
方
向
性
自
体
が
お
か
し
い
。
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
の
は
、﹁
戦
国

武
士
達
﹂
と
﹁
仏
教
﹂
と
が
ど
の
よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
た
か
を
、
知
識
の
遊
戯
︵
観
念
︶
で
は
な
く
、
実
体
験
を
伴
っ
て
理
解
す
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
、
×
。

正
解

5

�

問
�

応
用

傍
線
部
Ｃ

﹁
も
し
鉄
に
生
が
あ
る
な
ら
、
水
を
や
れ
ば
、
文
様
透
は
芽
を
出
し
た
で
あ
ろ
う
。﹂
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
を
た
と
え
て
い
る
か
。
最
も
適
当
な
も

の
を
選
べ
。

今
年
度
は
第
�
問
が
随
筆
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
う
し
た
﹁
比
喩
﹂
問
題
が
出
題
さ
れ
た
と
い
え
る
。
比
喩
は
本
来
﹁
小
説
﹂
分
野
で
扱
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
こ
で

は
何
が
ど
う
た
と
え
ら
れ
て
い
る
か
を
正
確
に
見
て
い
こ
う
。

筆
者
は
﹁
鐔
﹂
の
面
白
さ
に
つ
い
て
傍
線
部
Ｃ

の

～
�
行
前
に
こ
う
書
い
て
い
る
。﹁
鐔
の
面
白
さ
は
、
鐔
と
い
う
生
地
の
顔
が
化
粧
し
始
め
、
や
が
て
、
見
事
に
生
地
を
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生
か
し
て
見
せ
る
ご
く
Ç
か
の
期
間
に
あ
る
﹂。
こ
の
表
現
自
体
、﹁
鐔
﹂
が
﹁
化
粧
﹂
を
す
る
と
い
う
擬
人
法
で
た
と
え
て
い
る
も
の
だ
。

そ
し
て
傍
線
部
Ｃ

の
あ
る
段
落
に
入
る
と
、
具
体
的
に
﹁
鐔
﹂
が
ど
の
よ
う
に
化
粧
を
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。

傍
線
部
Ｃ

の
前
後
を
読
ん
で
い
く
と
、﹁
鐔
﹂
に
お
け
る
装
飾
が
、
実
用
性
を
前
提
と
し
な
が
ら
美
を
追
求
し
て
い
く
様
が
書
か
れ
、
そ
れ
が
あ
た
か
も
植
物
の
成
長
の
ご
と

く
﹁
堅
牢
と
軽
快
﹂
な
鉄
で
で
き
た
鐔
と
い
う
土
地
に
ま
か
れ
た
種
が
芽
を
出
す
よ
う
に
、
日
常
の
親
し
い
物
の
形
が
鐔
の
文
様
と
な
っ
て
現
れ
て
き
た
こ
と
が
傍
線
部
Ｃ

で
比

喩
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
説
明
と
し
て
正
し
い
選
択
肢
は
2

だ
。
比
喩
の
理
解
を
問
う
問
題
で
は
あ
る
が
、
傍
線
部
前
後
の
説
明
と
選
択
肢
を
慎
重
に
照
合
し
て
い
け
ば
答
え
を

絞
り
込
む
の
は
さ
ほ
ど
難
し
く
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

1

は
、﹁
鉄
の
み
が
そ
の
地
金
で
あ
り
続
け
た
こ
と
﹂
と
結
論
付
け
て
い
る
説
明
で
は
、
傍
線
部
の
比
喩
の
説
明
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
×
。

3

は
、﹁
長
い
伝
統
を
反
映
し
て
必
然
的
に
自
然
の
美
を
表
現
す
る
﹂
の
箇
所
が
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
×
。
ま
た
、
1

同
様
に
傍
線
部
の
比
喩
の
説
明
に
な
っ
て

い
な
い
。

4

は
、
後
半
の
﹁
生
命
力
を
よ
り
力
強
く
表
現
し
た
文
様
が
彫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
こ
と
﹂
の
た
と
え
で
は
な
い
の
で
×
。
こ
こ
で
の
比
喩
は
﹁
生
命
力
﹂
の
た

と
え
で
は
な
く
、﹁
堅
牢
と
軽
快
﹂
な
鉄
で
で
き
た
鐔
に
、
日
常
的
な
形
が
文
様
と
な
っ
て
現
れ
て
き
た
こ
と
の
た
と
え
で
あ
る
。

5

は
、﹁
写
実
的
な
文
様
﹂
で
あ
る
か
ど
う
か
は
比
喩
す
る
と
こ
ろ
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
彫
り
抜
く
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
こ
と
の
た
と
え
で
も
な
い
の
で
×
。

正
解

2

	

問
�

標
準

傍
線
部
Ｄ

﹁
私
は
鶴
丸
透
の
発
生
に
立
会
う
想
い
が
し
た
。﹂
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

筆
者
の
﹁
想
い
﹂
の
理
由
を
説
明
す
る
問
題
。
こ
れ
も
前
問
に
引
き
続
き
、
随
筆
な
ら
で
は
の
心
情
問
題
と
い
え
る
。

傍
線
部
Ｄ

は
本
文
の
最
後
の
一
文
に
引
か
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
至
る
ま
で
の
経
緯
を
押
さ
え
、
筆
者
の
想
い
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

あ
る
と
き
、
筆
者
は
誘
わ
れ
て
高
遠
城
址
に
出
掛
け
る
。
そ
こ
で
は
満
開
の
桜
が
咲
い
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
見
る
人
は
な
く
森
閑
と
し
て
い
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
に
想

い
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
た
筆
者
が
神
殿
の
後
ろ
の
森
を
見
上
げ
た
と
こ
ろ
白
い
鳥
の
群
れ
︵
白
鷺
と
五
位
鷺
︶
が
舞
う
の
が
見
え
、
枝
に
は
鳥
の
巣
が
あ
る
の
が
わ
か
っ
た
。
そ
の

う
ち
に
そ
の
白
鷺
か
五
位
鷺
か
の
一
羽
が
下
り
て
来
て
頭
上
を
舞
う
姿
を
ま
ざ
ま
ざ
と
筆
者
は
目
撃
す
る
。
そ
し
て
、
そ
の
姿
を
見
た
と
き
に
筆
者
は
﹁
鶴
丸
透
の
発
生
に
立
会

う
想
い
が
し
た
﹂
と
書
く
の
で
あ
る
。

以
上
の
流
れ
を
つ
か
ん
だ
う
え
で
、
選
択
肢
を
見
て
い
こ
う
。
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1

の
﹁
戦
乱
の
悲
劇
﹂
の
記
述
は
、
本
文
の
﹁
信
玄
の
子
が
討
死
し
た
﹂
と
対
応
し
て
い
る
と
み
て
○
。
﹁
巣
を
守
り
続
け
て
き
た
﹂
は
本
文
に
明
確
な
記
述
が
な
い
の
で
△

と
し
て
通
過
す
る
が
、﹁
こ
の
世
の
無
常
﹂﹁
繊
細
な
鶴
﹂
に
関
し
て
は
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
。
特
に
鶴
の
描
写
に
関
し
て
は
、
本
文
で
﹁
両
翼
は
強
く
張
ら
れ
﹂﹁
嘴
は

延
び
て
、
硬
い
空
気
の
層
を
割
る
﹂
と
書
か
れ
て
お
り
、﹁
繊
細
﹂
と
は
取
れ
な
い
の
で
×
。

2

は
、﹁
武
士
達
も
太
刀
で
身
を
守
る
だ
け
で
な
く
﹂
以
下
が
ま
っ
た
く
本
文
の
内
容
に
反
し
て
い
る
の
で
×
。
後
半
の
﹁
優
雅
な
文
化
﹂
な
ど
何
も
関
係
な
い
。

3

は
、﹁
生
命
を
守
ろ
う
と
し
て
い
る
生
き
物
の
本
能
﹂﹁
鶴
の
対
称
的
な
形
象
の
文
様
を
彫
る
鶴
丸
透
の
構
想
を
得
た
﹂
な
ど
、
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
な
の
で
×
。

4

は
、﹁
討
死
し
た
信
玄
の
子
供
の
不
幸
な
境
遇
﹂
に
関
し
て
は
本
文
に
記
述
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
﹁
鶴
を
か
た
ど
る
鶴
丸
透
に
込
め
ら
れ
た
親
の
強
い
願
い
に
思

い
至
っ
た
﹂
わ
け
で
は
な
い
。

5

が
正
解
。
前
半
部
に
書
か
れ
た
筆
者
の
置
か
れ
た
状
況
説
明
は
特
に
問
題
は
な
い
。
途
中
の
﹁
常
に
緊
張
し
続
け
る
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
が
本
文
中
に
根
拠
が
見
出
せ
な
い

の
と
、﹁
常
に
﹂
が
引
っ
掛
か
る
が
こ
こ
は
△
で
通
過
。
鶴
の
姿
を
﹁
力
感
あ
る
美
を
体
現
し
て
い
る
﹂
と
書
い
て
い
る
の
は
本
文
の
描
写
と
対
応
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
受
け

た
感
銘
を
鶴
丸
透
の
出
現
と
重
ね
見
る
思
い
と
い
う
の
も
筆
者
の
心
情
説
明
と
し
て
ぴ
っ
た
り
く
る
。

こ
の
問
題
は
、
正
解
の
5

も
一
部
キ
ズ
が
あ
る
が
、
他
の
選
択
肢
が
確
実
に
×
に
な
る
の
で
、﹁
消
去
法
﹂
で
解
く
の
が
確
実
だ
。

正
解

5




問
�

�

標
準

�

応
用

昨
年
こ
の
問
�
は
﹁
論
の
展
開
に
関
す
る
説
明
問
題
﹂
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
が
、
一
昨
年
は
﹁
文
章
の
表
現
﹂
を
問
う
問
題
で
�
、
�
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
た
。
今
年
度
は
一

昨
年
の
形
式
に
復
帰
し
て
い
る
。
来
年
以
降
、
ど
ち
ら
の
形
式
に
な
る
か
は
不
明
だ
が
、
受
験
生
と
し
て
は
ど
ち
ら
の
設
問
に
も
対
応
で
き
る
実
力
を
付
け
て
お
い
て
ほ
し
い
。

�

波
線
部
Ｘ

﹁
現
代
人
が
、
言
葉
だ
け
を
4
っ
て
、
思
わ
せ
ぶ
り
な
文
句
だ
と
か
、
拙
劣
な
歌
だ
と
か
、
と
言
っ
て
み
て
も
意
味
が
な
い
の
で
あ
る
。﹂
と
、
波
線
部
Ｙ

﹁
だ
が
、
事
実
で
は
あ
る
ま
い
と
言
っ
た
と
こ
ろ
で
面
白
く
も
な
い
事
だ
。﹂
と
に
共
通
す
る
表
現
上
の
特
徴
に
つ
い
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

波
線
部
Ｘ

と
波
線
部
Ｙ

と
に
共
通
す
る
表
現
上
の
特
徴
と
し
て
す
ぐ
に
気
が
つ
く
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
文
末
を
見
る
と
、
波
線
部
Ｘ

﹁
意
味
が
な
い
﹂、
波
線

部
Ｙ

﹁
面
白
く
も
な
い
事
だ
﹂
と
筆
者
が
否
定
的
な
言
葉
を
強
い
言
い
切
り
の
形
で
述
べ
て
い
る
こ
と
だ
。
そ
し
て
、
本
文
に
戻
っ
て
み
る
と
、
そ
の
否
定
の
後
、
筆
者
は
自
分

の
意
見
を
述
べ
て
お
り
、
こ
う
し
た
﹁︵
一
般
論
の
︶
否
定
↓
主
張
︵
強
い
自
己
肯
定
︶﹂
と
い
う
形
が
筆
者
一
流
の
レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

ち
な
み
に
小
林
秀
雄
の
文
章
は
﹁
男
性
的
﹂
と
評
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
一
刀
両
断
的
な
こ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
か
ら
も
見
て
取
れ
る
。

選
択
肢
を
見
る
と
そ
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
の
は
3

で
あ
り
、
こ
れ
が
正
解
。
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1

は
、﹁
だ
け
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
は
理
解
で
き
る
が
、﹁
も
﹂
で
﹁
問
題
点
が
何
か
を
明
確
に
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
﹂
と
説
明
す
る
の
は
無
理
が
あ
る
の
で
×
。

2

は
、﹁
は
ぐ
ら
か
し
﹂
と
説
明
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
筆
者
は
は
ぐ
ら
か
す
こ
と
に
力
点
を
置
い
て
い
る
の
で
は
な
く
、﹁
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
も
し
ょ
せ
ん
無
駄
だ
﹂

と
い
う
一
般
論
の
否
定
に
こ
そ
力
点
が
あ
る
の
で
×
。

4

は
、﹁
消
極
的
な
評
価
表
現
﹂
と
あ
る
の
は
ま
だ
納
得
で
き
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
﹁
読
み
手
に
不
安
を
抱
か
せ
よ
う
と
す
る
﹂
意
図
が
あ
る
と
は
取
れ
な
い
。
筆
者
に

と
っ
て
問
題
な
の
は
、
そ
の
後
に
展
開
す
る
独
自
な
自
説
の
展
開
で
あ
り
、
そ
の
た
め
の
一
般
論
の
否
定
で
あ
る
。

正
解

3

10

�

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
が
、
そ
の
全
体
の
構
成
の
と
ら
え
方
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
内
容
合
致
﹂
や
﹁
全
体
の
構
成
﹂
の
解
法
と
し
て
は
、
基
本
的
に
﹁
消
去
法
﹂
で
解
く
の
が
正
し
い
。
選
択
肢
を
客
観
的
に
把
握
す
る
た
め
に
、
要
素
に
分
け
、
そ
れ
を
本

文
の
内
容
や
表
現
、
そ
し
て
全
体
構
成
と
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
正
確
に
○
×
の
判
断
を
し
て
い
く
。
判
断
に
迷
う
場
合
は
△
と
し
て
通
過
し
て
お
き
、
二
度
目
に
最
終
決
断

を
下
す
よ
う
、
慎
重
に
解
い
て
い
こ
う
。

今
回
は
問
�
と
の
関
係
で
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
が
、
1

が
正
解
で
あ
る
。
本
来
は
こ
の
問
�
�
の
時
点
で
そ
れ
が
明
ら
か
に
な
る
の
だ
か
ら
、
見
直
し
の
と
き
に
全
体
に

絡
む
問
題
と
し
て
、
問
�
と
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
た
か
ど
う
か
が
勝
負
の
鍵
を
握
る
。

こ
の
文
章
全
体
を
通
じ
て
の
主
題
は
、﹁
鐔
﹂
の
持
つ
実
用
性
︵
有
用
性
︶
と
高
い
精
神
性
に
あ
る
。
特
に
小
林
秀
雄
が
﹁
鐔
﹂
に
﹁
文
化

≒

精
神
性
﹂
を
見
出
し
て
い
た
こ

と
を
つ
か
む
の
が
大
切
で
あ
り
、
そ
の
過
程
を
具
体
的
に
示
し
て
い
く
構
成
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
つ
か
め
た
か
ど
う
か
確
認
し
た
い
。

2

は
、﹁
起
承
転
結
﹂
が
×
。﹁
結
論
と
な
る
内
容
が
最
後
の
部
分
で
示
さ
れ
る
﹂
と
い
う
の
も
完
全
に
逆
転
し
た
読
み
で
×
。

3

は
、﹁
全
体
と
し
て
は
そ
れ
ら
が
並
立
す
る
と
い
う
構
成
﹂
が
×
。
な
ん
と
な
く
こ
の
選
択
肢
を
選
ん
だ
受
験
生
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
二
つ
目
の
部
分
以
降
の
具
体

的
な
話
題
︵
体
験
︶
と
、
最
初
の
部
分
の
抽
象
性
と
の
間
の
質
的
な
違
い
に
気
が
つ
い
て
ほ
し
い
。

4

は
、﹁
四
つ
の
部
分
﹂
を
﹁
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
個
別
例
に
よ
っ
て
論
証
す
る
﹂
と
あ
る
の
が
、
完
全
な
間
違
い
。
こ
の
文
章
は
﹁
鐔
﹂
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
書
か
れ
た

一
貫
し
た
文
章
で
あ
る
。

正
解

1

11
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第
�
問

小
説

牧
野
信
一
﹁
地
球
儀
﹂

﹇
概

要
﹈

牧
野
信
一
︵
一
八
九
六
～
一
九
三
六
︶
の
小
説
﹁
地
球
儀
﹂
の
全
文
が
出
典
。
牧
野
信
一
は
第
�
問
の
小
林
秀
雄
と
も
交
流
が
あ
っ
た
作
家
で
、
幻
想
的
な
作
品
を
多
く
書
い
た
。

今
回
の
作
品
は
、
い
わ
ゆ
る
﹁
私
小
説
﹂
で
あ
り
、
父
や
母
に
対
す
る
﹁
私
﹂
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
︵
両
義
的
な
︶
感
情
を
描
い
た
も
の
。
作
中
に
﹁
私
﹂
の
描
い
た
﹁
地
球
儀
﹂

と
い
う
書
き
か
け
の
短
�
小
説
が
挿
入
さ
れ
る
こ
と
で
、
主
人
公
の
内
面
が
重
層
的
に
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
構
成
さ
れ
た
作
品
に
な
っ
て
い
る
。
セ
ン
タ
ー
試
験
小
説
問
題
と
し
て

は
標
準
的
な
内
容
・
分
量
で
あ
る
が
、
主
人
公
の
お
か
れ
た
立
場
や
状
況
を
理
解
し
、
人
物
関
係
や
心
情
を
的
確
に
と
ら
え
る
の
は
や
や
難
し
い
文
章
で
あ
っ
た
。

設
問
別
に
見
る
と
、
問
�
の
語
句
は
辞
書
的
な
意
味
が
正
解
で
あ
り
、
標
準
的
。
問
�
は
基
本
レ
ベ
ル
だ
が
、
問
�
～
問
�
の
設
問
は
、
本
文
に
直
接
解
答
の
根
拠
が
あ
る
と
い
う

よ
り
は
、
選
択
肢
を
読
み
、
消
去
法
で
解
い
て
い
か
な
け
れ
ば
正
解
で
き
な
い
問
題
で
あ
り
、
や
や
難
。
問
�
の
文
章
の
表
現
に
関
す
る
設
問
も
、
二
つ
と
も
正
解
す
る
の
は
容
易
で

は
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

﹇
解

説
﹈

問
�

語
句
問
題

�

基
本

	

標
準




基
本

傍
線
部
�
～


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
選
べ
。

語
句
は
三
つ
と
も
慣
用
表
現
で
、﹁
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
的
な
意
味
を
優
先
し
て
解
く
﹂
と
い
う
の
は
例
年
通
り
の
鉄
則

パ
タ
ー
ン
で
あ
る
。
今
年
の
問
題
に
限
ら
ず
、
こ
う
し
た
慣
用
表
現
に
は
日
頃
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
あ
る
問
題
が
出
題
さ
れ
て
い
る
。

�
の
﹁
愛
想
を
尽
か
し
て
い
た
﹂
と
い
う
の
は
﹁
相
手
に
対
し
て
好
意
や
信
頼
が
も
て
な
く
な
る
こ
と
﹂
な
の
で
、
こ
こ
で
は
1

﹁
嫌
に
な
っ
て
と
り
あ
わ
な
い
で
い
た
﹂

が
正
解
。﹁
愛
想
︵
あ
い
そ
・
あ
い
そ
う
︶﹂
は
﹁
好
感
を
も
た
れ
る
言
葉
遣
い
や
表
情
な
ど
。
人
を
喜
ば
せ
る
た
め
の
言
葉
や
振
る
舞
い
﹂
の
こ
と
。

	
の
﹁
間
が
悪
か
っ
た
﹂
は
、﹁
き
ま
り
が
悪
い
。
運
が
悪
い
﹂
の
意
味
だ
が
、
選
択
肢
を
見
る
と
5

の
後
半
の
﹁
気
ま
ず
か
っ
た
﹂
し
か
ピ
ッ
タ
リ
く
る
も
の
が
な
い
。
前

半
の
﹁
正
直
に
言
う
の
が
﹂
の
部
分
が
正
し
い
か
ど
う
か
だ
が
、
直
前
に
﹁
そ
ん
な
気
は
し
な
か
っ
た
が
﹂
と
あ
る
の
で
○
。



の
﹁
気
概
﹂
は
、
4

﹁
く
じ
け
な
い
強
い
意
志
﹂
で
問
題
な
し
。
他
の
選
択
肢
は
ま
っ
た
く
該
当
し
な
い
。

正
解

�

1

	

5




4

12

13

14
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問
�

基
本

傍
線
部
Ａ

﹁
如
何
に
も
腹
に
は
確
然
と
し
た
或
る
自
信
が
あ
る
よ
う
な
顔
を
し
た
﹂
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

最
初
の
傍
線
部
問
題
で
あ
り
、
心
情
に
か
ら
む
理
由
説
明
問
題
な
の
で
、
小
説
の
場
面
や
状
況
、
人
物
関
係
な
ど
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
か
ら
解
答
す
る
よ
う
に
し
た
い
。

●
心
情
が
問
わ
れ
る
問
題
で
も
、
ま
ず
は
客
観
的
な
要
素
︵
状
況
や
場
面
設
定
・
人
物
関
係
・
人
物
や
風
景
描
写
な
ど
︶
を
本
文
で
押
さ
え
、
そ
れ
ら
が
矛
盾
し
て
い
る
要
素
を

含
む
選
択
肢
を
消
去
す
る
。

傍
線
部
Ａ

に
い
た
る
流
れ
を
つ
か
も
う
。

祖
父
の
十
七
年
の
法
要
の
た
め
に
二
ケ
月
ぶ
り
に
実
家
に
帰
っ
た
﹁
私
︵
息
子
︶﹂
に
対
し
て
、
母
が
怒
り
の
言
葉
を
ぶ
つ
け
て
く
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
ま
ず
放
蕩
癖

の
あ
る
父
が
も
う
あ
て
に
な
ら
な
い
こ
と
と
、
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
お
金
の
か
か
る
無
能
な
息
子
の
存
在
に
業
を
煮
や
し
て
い
る
か
ら
だ
と
わ
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
息
子
で
あ

る
﹁
私
﹂
は
、
父
︵
か
ら
も
ら
う
お
金
︶
な
ん
か
あ
て
に
し
て
い
な
い
か
ら
﹁
勝
手
に
す
る
が
い
い
さ
﹂
と
﹁
お
こ
っ
た
よ
う
な
口
調
で
呟
く
﹂
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で

強
が
り
の
姿
勢
に
過
ぎ
な
い
。

こ
う
し
た
流
れ
が
つ
か
め
れ
ば
、
傍
線
部
Ａ

﹁
如
何
に
も
腹
に
は
確
然
と
し
た
或
る
自
信
が
あ
る
よ
う
な
顔
を
し
た
﹂
の
理
由
説
明
と
し
て
正
し
い
の
は
2

だ
と
わ
か
る
。

要
す
る
に
、
母
が
放
蕩
癖
の
あ
る
父
と
お
金
の
か
か
る
息
子
の
両
方
に
対
し
て
も
う
面
倒
見
切
れ
な
い
と
怒
っ
て
い
る
の
に
調
子
を
合
わ
せ
て
、
も
は
や
父
か
ら
の
お
金
の
援
助

は
必
要
な
い
と
強
が
っ
て
み
せ
た
と
い
う
の
が
傍
線
部
Ａ

の
理
由
で
あ
る
。

1

は
、﹁
父
の
高
圧
的
な
言
動
﹂
と
い
う
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
も
の
が
本
文
に
示
さ
れ
て
い
な
い
︵
あ
く
ま
で
母
を
介
し
て
父
の
言
葉
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
︶
う

え
に
、﹁
母
の
期
待
に
応
え
﹂
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
×
。

3

～
5

の
前
半
部
分
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
は
、
い
ず
れ
も
放
蕩
癖
の
あ
る
父
に
対
し
て
、
手
段
や
確
信
や
良
案
を
持
っ
て
い
る
と
あ
る
が
、
傍
線
部
Ａ

で
の
﹁
或
る
自
信
﹂

と
い
う
の
は
、﹁
親
か
ら
お
金
を
も
ら
わ
な
く
て
も
や
っ
て
い
け
る
と
い
う
私
の
自
信
﹂
で
あ
り
、
そ
こ
が
押
さ
え
ら
れ
て
い
な
い
点
が
決
定
的
に
間
違
っ
て
い
る
。

正
解

2

15
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問
�

標
準

傍
線
部
Ｂ

﹁
突
然
テ
レ
臭
く
な
っ
て
慌
て
て
母
の
傍
を
離
れ
た
﹂
の
は
な
ぜ
か
。
そ
の
理
由
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

こ
の
傍
線
部
Ｂ

に
い
た
る
過
程
に
お
い
て
、﹁
私
﹂
の
書
き
か
け
の
短
�
小
説
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。﹃

﹄
で
く
く
ら
れ
た
部
分
で
あ
る
が
、
け
っ
こ
う
な
分
量
が
あ
る
の
で
、

読
解
し
て
い
く
上
で
混
乱
を
き
た
し
た
人
も
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

セ
ン
タ
ー
試
験
で
出
題
さ
れ
る
小
説
は
、
こ
う
し
た
過
去
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
の
挿
入
や
、
時
間
の
逆
転
、
急
な
場
面
転
換
な
ど
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
が
多
く
、
そ
れ
に
と

も
な
っ
て
登
場
人
物
の
心
情
も
大
き
く
変
化
す
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
、
日
ご
ろ
か
ら
意
識
し
て
正
確
な
読
解
を
心
が
け
て
お
い
て
欲
し
い
。

挿
入
さ
れ
た
短
�
小
説
に
描
か
れ
て
い
る
内
容
は
、
祖
父
と
孫
が
﹁
地
球
儀
﹂
を
前
に
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
父
の
こ
と
︵
祖
父
に
と
っ
て
は
自
分
の
長
男
︶

を
思
う
心
情
が
テ
ー
マ
に
な
っ
て
い
る
。

今
回
の
よ
う
な
理
由
説
明
問
題
の
場
合
、
結
果
に
い
た
る
原
因
の
箇
所
を
正
確
に
と
ら
え
る
の
が
大
前
提
に
な
る
。
因
果
関
係
に
は
大
き
く
次
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
る
。

●
因
果
関
係

�

原
因
↓
結
果

い
わ
ゆ
る
順
接
の
関
係
で
、
評
論
で
は
﹁
し
た
が
っ
て
﹂﹁
だ
か
ら
﹂
な
ど
の
接
続
語
で
結
ば
れ
る
場
合
が
多
い
。

�

結
果
↓
理
由
説
明

先
に
結
果
を
述
べ
て
お
き
、
後
で
﹁
な
ぜ
な
ら
～
だ
か
ら
﹂
と
い
う
形
で
説
明
す
る
も
の
。

傍
線
部
Ｂ

は
場
面
転
換
の
直
前
に
引
か
れ
て
い
る
の
で
、
因
果
関
係
の
�
の
パ
タ
ー
ン
、
つ
ま
り
直
前
ま
で
の
流
れ
が
大
切
に
な
る
。
そ
こ
で
、
傍
線
部
Ｂ

に
い
た
る
流
れ
を

整
理
し
よ
う
。

�

母
が
﹁
私
は
も
う
お
父
さ
ん
の
こ
と
は
あ
き
ら
め
た
よ
。
家
は
私
ひ
と
り
で
や
っ
て
行
く
よ
。﹂
と
堅
く
決
心
し
た
ら
し
く
き
っ
ぱ
り
と
息
子
で
あ
る
﹁
私
﹂
に
語
る
。

�

そ
れ
に
対
し
て
﹁
私
﹂
の
反
応
と
し
て
は
、﹁
た
あ
い
も
な
く
胸
が
一
杯
に
な
っ
た
﹂
が
﹁
口
惜
し
さ
の
余
り
﹂、
常
軌
を
脱
し
た
妙
な
声
で
﹁︵
父
な
ん
て
︶
帰
ら
な

く
っ
た
っ
て
い
い
や
﹂
な
ど
と
口
走
る
。

�

し
か
し
、
先
ほ
ど
挿
入
さ
れ
て
い
た
書
き
か
け
の
小
説
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
、﹁
突
然
テ
レ
臭
く
な
っ
て
慌
て
て
母
の
傍
を
離
れ
﹂
て
し
ま
う
。
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こ
う
し
た
母
と
息
子
の
や
り
取
り
と
、
そ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
心
情
描
写
を
正
確
に
読
み
取
れ
ば
、
ど
う
し
て
﹁
突
然
テ
レ
臭
く
な
っ
て
慌
て
て
母
の
傍
を
離
れ
た
﹂
の
か
の

理
由
は
明
ら
か
に
な
る
。

ま
ず
�
↓
�
の
流
れ
で
は
、
放
蕩
癖
の
あ
る
父
を
見
捨
て
て
家
を
一
人
で
支
え
て
い
く
決
心
を
固
め
た
母
の
覚
悟
に
対
し
て
、
息
子
と
し
て
は
思
わ
ず
胸
が
一
杯
に
な
り
、
母

に
同
調
し
て
父
な
ん
て
も
う
帰
ら
な
く
て
い
い
や
と
口
走
る
。
し
か
し
、
そ
の
後
の
�
で
わ
か
る
よ
う
に
、
﹁
私
﹂
は
書
き
か
け
の
短
�
小
説
で
不
在
の
父
に
対
す
る
思
い
を

綴
っ
て
お
り
、
先
ほ
ど
の
母
に
同
調
し
た
の
と
は
ま
っ
た
く
逆
の
、
父
へ
の
愛
情
と
い
う
も
の
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
。
そ
の
矛
盾
か
ら
﹁
私
﹂
は
﹁
突
然
テ
レ
臭
く
な
っ
て
慌

て
て
母
の
傍
を
離
れ
た
﹂
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
矛
盾
し
た
心
情
が
交
錯
す
る
の
は
小
説
で
は
多
く
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
を
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
︵
両
義
的
な
︶
感
情
と
呼
ぶ
が
、
セ
ン
タ
ー
試
験
小
説
問
題
で

は
必
ず
と
い
っ
て
い
い
く
ら
い
設
問
対
象
に
な
る
箇
所
で
あ
る
。

●
登
場
人
物
の
矛
盾
す
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
︵
両
義
的
な
︶
感
情
の
箇
所
は
設
問
対
象
に
な
る
の
で
、
そ
の
二
つ
の
感
情
を
正
確
に
把
握
す
る
こ
と
が
大
切
。

こ
う
し
た
﹁
私
﹂
の
心
情
を
正
確
に
説
明
し
て
い
る
選
択
肢
は
4

で
あ
る
。
単
純
化
す
れ
ば
﹁
母
と
父
と
の
間
で
揺
れ
動
く
感
情
的
な
自
分
を
恥
ず
か
し
く
思
っ
た
﹂
と
い

う
の
が
理
由
だ
。

1

は
、
前
半
は
い
い
と
し
て
、﹁
今
後
も
父
親
か
ら
の
金
銭
的
援
助
を
あ
て
に
し
て
い
る
自
分
を
思
い
出
し
﹂
の
箇
所
が
×
。
こ
こ
は
挿
入
さ
れ
て
い
る
短
�
小
説
と
の
関
係
、

つ
ま
り
父
に
対
す
る
思
い
が
母
へ
の
思
い
と
矛
盾
す
る
こ
と
が
恥
ず
か
し
さ
の
理
由
で
あ
る
こ
と
を
つ
か
む
こ
と
が
大
切
。

2

は
、﹁
母
に
同
調
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
が
×
。﹁
た
あ
い
も
な
く
胸
が
一
杯
に
な
っ
た
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
母
へ
の
同
調
は
自
然
で
内
発
的
な
も
の
で

あ
る
。
ま
た
、
後
半
の
﹁
経
済
的
に
自
立
で
き
て
い
な
い
﹂
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
理
由
と
し
て
は
不
適
。

3

は
、
事
実
と
し
て
本
文
中
で
﹁
母
を
支
え
て
い
く
と
宣
言
﹂
な
ど
し
て
い
な
い
の
で
×
。﹁
夢
想
が
ち
で
あ
っ
た
﹂
以
下
の
内
容
も
ズ
レ
て
い
る
。

5

は
、
短
編
小
説
の
内
容
説
明
が
間
違
っ
て
い
る
う
え
に
、
後
半
の
﹁
い
つ
ま
で
も
周
囲
に
媚
び
る
癖
の
抜
け
な
い
自
分
﹂
と
い
う
の
も
本
文
に
根
拠
が
な
い
説
明
に
な
っ

て
お
り
、
×
。

正
解

4

16
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問
�

標
準

傍
線
部
Ｃ

﹁﹃
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
ッ
…
…
。
ま
さ
か
︱
︱
﹄
と
私
も
叔
父
に
合
せ
て
笑
っ
た
が
、
笑
い
が
消
え
な
い
う
ち
に
陰
鬱
な
気
に
閉
さ
れ
た
。﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
私

の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

心
情
説
明
問
題
で
は
あ
る
が
、
選
択
肢
が
�
行
と
長
く
、
場
面
や
状
況
の
説
明
な
ど
も
含
め
て
矛
盾
の
無
い
選
択
肢
を
選
ん
で
い
く
よ
う
に
し
た
い
。

ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
﹁
私
﹂
と
叔
父
と
の
会
話
の
や
り
取
り
を
ど
う
判
断
す
る
か
だ
。﹁
私
﹂
が
叔
父
に
今
更
な
が
ら
父
の
こ
と
を
尋
ね
る
の
だ
が
、
そ
こ
に
は
﹁
私
﹂
の

父
へ
の
複
雑
で
微
妙
な
心
情
が
隠
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
叔
父
の
返
答
は
、
曖
昧
で
あ
り
、
何
か
含
み
の
あ
る
も
の
だ
っ
た
。
さ
ら
に
は
つ
ま
ら
な
い
冗
談
を
言
っ
て

笑
っ
て
終
わ
り
に
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
が
、﹁
私
﹂
の
ほ
う
も
叔
父
に
合
わ
せ
て
一
緒
に
笑
い
な
が
ら
、
最
後
に
は
﹁
陰
鬱
な
気
に
閉
さ
れ
﹂
て
し
ま
う
。

こ
う
し
た
流
れ
か
ら
﹁
私
の
心
情
﹂
を
説
明
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。
自
分
な
り
に
解
答
を
用
意
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
こ
こ
は
�
行
ず
つ
あ
る
選
択
肢
を
精
査
し
な
が
ら

消
去
法
で
解
い
て
い
く
の
が
正
解
だ
。

1

は
前
半
部
分
は
い
い
と
し
て
、
後
半
の
﹁
叔
父
以
上
に
父
の
こ
と
を
見
下
し
て
い
る
母
に
も
落
胆
し
て
い
る
﹂
の
箇
所
が
本
文
の
内
容
と
は
合
わ
な
い
。
こ
の
場
面
で

﹁
私
﹂
が
陰
鬱
な
気
に
な
る
の
は
母
と
は
無
関
係
な
の
で
×
。

2

は
、﹁
母
と
調
子
を
合
わ
せ
る
よ
う
に
～
失
望
し
た
﹂
の
箇
所
が
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
が
△
で
通
過
。
後
半
の
説
明
は
傍
線
部
Ｃ

の
内
容
を
う
ま
く
説
明
し
て
お
り
、

﹁
私
﹂
の
心
情
と
し
て
も
﹁
自
己
嫌
悪
﹂
と
い
う
の
は
的
確
な
表
現
な
の
で
キ
ー
プ
し
て
お
く
。

3

は
、﹁
評
価
し
て
ほ
し
か
っ
た
﹂
と
い
う
気
持
ち
は
﹁
私
﹂
の
発
言
や
描
写
等
か
ら
は
う
か
が
え
な
い
。
ま
た
、
最
後
の
﹁
嫉
妬
﹂
も
本
文
に
は
ま
っ
た
く
書
か
れ
て
い
な

い
心
情
な
の
で
×
。

4

は
、
な
ん
と
な
く
正
し
い
と
思
っ
て
し
ま
っ
て
選
ん
で
し
ま
う
人
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
選
択
肢
な
の
で
気
を
つ
け
て
ほ
し
い
。
こ
こ
で
﹁
私
﹂
の
心
情
と
し
て
、

﹁
叔
父
に
理
解
し
て
ほ
し
く
て
﹂
質
問
し
た
と
い
う
読
み
を
す
る
に
は
、
本
文
に
は
根
拠
が
見
当
た
ら
な
い
。
ま
た
、
後
半
の
﹁
祖
父
の
悲
し
み
﹂
以
下
の
内
容
も
本
文
に
は
何

の
根
拠
も
示
さ
れ
て
い
な
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
の
で
×
。

5

は
、﹁
父
の
こ
と
を
叔
父
と
共
に
責
め
よ
う
﹂
と
思
っ
た
と
は
取
れ
な
い
し
、
最
後
の
﹁
母
も
ま
た
自
分
の
立
場
を
守
っ
て
は
く
れ
な
い
だ
ろ
う
と
悲
観
的
に
な
っ
て
い

る
﹂
も
お
か
し
い
。
こ
こ
で
は
母
と
の
関
係
に
お
い
て
陰
鬱
な
気
に
閉
ざ
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
×
。

以
上
の
﹁
消
去
法
﹂
か
ら
、
キ
ー
プ
し
て
お
い
た
2

が
正
解
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
が
、
選
択
肢
の
正
確
な
精
査
が
必
要
な
の
で
、
日
頃
か
ら
選
択
肢
を
要
素
に
分

け
、
本
文
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
ス
ピ
ー
デ
ィ
ー
に
○
△
×
を
判
断
す
る
よ
う
に
訓
練
し
て
お
い
て
ほ
し
い
。

正
解

2

17
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問
�

応
用

傍
線
部
Ｄ

﹁
自
分
で
自
分
を
擽
る
よ
う
な
思
い
が
し
て
、
そ
の
ま
ま
言
葉
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
私
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の

を
選
べ
。

傍
線
部
の
直
前
に
、﹁
ま
た
あ
の
﹃
お
伽
噺
﹄
を
思
い
出
す
と
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
途
中
に
挿
入
さ
れ
た
書
き
か
け
の
短
�
小
説
の
こ
と
が
思
い
出
さ
れ
た
﹁
私
﹂
は
、
地
球

儀
を
め
ぐ
る
母
と
の
会
話
の
中
で
、
自
分
の
少
年
時
代
の
こ
と
を
思
い
出
し
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
が
﹁
自
分
で
自
分
を
擽
る
よ
う
な
思
い
﹂
に
つ
な
が
っ
た
た
め
、
母
に
対
し

て
﹁
言
葉
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
﹂
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
は
、﹁
私
﹂
の
父
へ
の
複
雑
な
思
い
に
あ
る
。
問
�
で
も
説
明
し
た
よ
う
に
、﹁
私
﹂
の
父
母
へ
の
感
情
は
矛
盾
す
る
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
︵
両
義
的
な
︶

感
情
と
い
え
る
。
一
方
で
は
、
放
蕩
癖
の
あ
る
父
に
対
す
る
憎
し
み
︵

≒

そ
れ
は
同
時
に
﹁
母
へ
の
同
調
﹂
に
な
る
︶
を
持
ち
つ
つ
も
、
も
う
一
方
で
は
父
を
慕
う
温
か
い
想
い

を
持
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
の
矛
盾
す
る
二
つ
の
心
情
の
象
徴
に
な
っ
て
い
る
の
が
﹁
地
球
儀
﹂
な
の
で
あ
る
。

●
﹁
地
球
儀
﹂
＝
﹁
私
﹂
に
と
っ
て
父
を
慕
う
温
か
い
想
い
の
象
徴

≒

息
子
・
英
一
が
遊
び
道
具
と
し
て
使
っ
て
、
い
ず
れ
自
分
を
父
と
し
て
慕
っ
て
く
れ
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
象
徴

⇔

矛
盾
す
る
感
情

●
﹁
地
球
儀
﹂
＝
放
蕩
す
る
父
へ
の
憎
し
み
の
象
徴

≒

母
に
と
っ
て
は
目
障
り
に
過
ぎ
な
い
も
の
・﹁
私
﹂
も
母
へ
同
調
す
る
部
分
も
あ
る

こ
う
し
た
﹁
私
﹂
の
心
情
を
整
理
し
て
み
る
と
、
正
解
は
1

だ
と
わ
か
る
が
、
こ
の
問
題
も
問
�
に
続
い
て
�
行
も
の
選
択
肢
が
並
ぶ
問
題
な
の
で
、
選
択
肢
を
要
素
に
分

け
な
が
ら
正
確
に
○
△
×
の
判
断
を
し
て
い
き
な
が
ら
﹁
消
去
法
﹂
で
解
い
て
い
こ
う
。

1

は
、
先
ほ
ど
整
理
し
た
﹁
私
﹂
の
心
情
を
す
べ
て
説
明
し
き
っ
て
い
て
正
解
。
地
球
儀
を
﹁
父
へ
の
愛
憎
半
ば
す
る
複
雑
な
思
い
の
象
徴
﹂
と
し
て
お
り
、
ま
た
息
子
が

い
ず
れ
自
分
を
慕
っ
て
く
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
説
明
も
○
。
最
後
に
言
葉
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
理
由
と
し
て
も
﹁
身
勝
手
な
想
像
を
し
て
気
恥
ず
か
し
さ
を
感
じ
て
い

る
﹂
と
い
う
正
し
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
母
の
手
前
、
父
へ
の
愛
や
、
い
ず
れ
自
分
が
息
子
か
ら
慕
わ
れ
る
想
像
を
し
て
い
る
な
ど
、
と
て
も
言
え
な
い
立
場
に
い
る
の
で
あ

る
︵﹁
私
﹂
は
ま
だ
親
か
ら
お
金
を
も
ら
っ
て
い
る
放
蕩
息
子
な
の
で
︶。
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2

は
、
地
球
儀
は
﹁
家
族
と
の
絆
﹂
で
は
な
く
﹁
父
の
象
徴
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
後
半
の
﹁
過
剰
に
気
負
い
立
つ
﹂
以
下
も
本
文
に
根
拠
が
示
さ
れ
て
い
な
い
の
で

×
。3

は
、
2

同
様
に
地
球
儀
は
﹁
家
族
の
記
憶
の
象
徴
﹂
で
は
な
く
、﹁
父
の
象
徴
﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、﹁
息
子
に
も
﹂
以
下
の
説
明
が
ま
っ
た
く
﹁
私
﹂
の
心

情
説
明
と
し
て
ズ
レ
て
い
る
の
で
×
。

4

は
、﹁
家
庭
的
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
﹂
以
下
の
説
明
が
×
。
こ
の
説
明
で
は
﹁
私
﹂
の
父
へ
の
愛
情
部
分
の
心
情
説
明
が
欠
落
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

こ
の
と
き
の
﹁
私
﹂
の
心
情
の
最
大
の
ポ
イ
ン
ト
は
父
へ
の
相
反
す
る
思
い
な
の
で
、﹁
愛
憎
半
ば
﹂
と
い
う
説
明
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5

は
、﹁
自
分
の
目
指
す
べ
き
世
界
を
指
し
示
し
続
け
る
も
の
﹂
が
×
。
そ
れ
で
は
ま
さ
に
父
の
二
代
目
に
な
っ
て
し
ま
う
。
ま
た
、
後
半
の
﹁
自
負
に
満
ち
た
期
待
﹂
も
言

い
過
ぎ
で
×
。
ま
だ
ま
だ
親
の
す
ね
を
か
じ
っ
て
い
る
よ
う
な
﹁
私
﹂
が
、
そ
こ
ま
で
の
自
負
心
を
持
て
る
ほ
ど
自
立
し
た
大
人
に
な
っ
て
い
る
と
は
解
釈
で
き
な
い
。

正
解

1

18

問
�

標
準
・
標
準

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
。

新
課
程
に
な
っ
て
か
ら
、
小
説
の
最
後
の
問
題
は
こ
う
し
た
﹁
表
現
の
特
徴
﹂
や
﹁
叙
述
の
説
明
﹂
に
つ
い
て
問
う
も
の
が
連
続
し
て
出
題
さ
れ
て
い
る
。
昨
年
同
様
、
今
年

も
正
解
を
﹁
二
つ
﹂
選
ぶ
形
式
に
な
っ
て
い
る
。

解
法
と
し
て
は
、
選
択
肢
を
要
素
に
分
け
て
○
×
を
付
け
、
基
本
的
に
消
去
法
で
解
く
の
が
確
実
。
ま
た
、
選
択
肢
同
士
を
比
較
し
て
解
く
と
い
う
視
点
も
有
効
だ
。
一
つ
ず

つ
選
択
肢
を
見
て
い
こ
う
。

1

は
、
二
つ
の
場
面
の
﹁
ど
ち
ら
の
場
面
も
一
人
称
を
使
っ
て
語
ら
れ
る
﹂
と
あ
る
箇
所
が
×
。
短
編
小
説
の
場
面
で
は
、
主
人
公
に
当
た
る
息
子
の
こ
と
を
﹁
彼
﹂
と
い

う
三
人
称
で
語
っ
て
い
る
。

2

は
、
前
半
か
ら
中
盤
に
か
け
て
は
特
に
問
題
な
い
の
で
○
。
問
題
は
後
半
の
﹁
そ
の
場
し
の
ぎ
の
態
度
で
応
じ
が
ち
な
私
の
性
格
が
表
さ
れ
て
い
る
﹂
の
要
素
だ
が
、

は
っ
き
り
い
っ
て
こ
れ
は
○
か
×
か
の
判
断
は
難
し
い
。
こ
う
い
う
場
合
は
、
と
り
あ
え
ず
2

を
残
し
て
次
の
選
択
肢
に
移
動
し
よ
う
。

3

は
、
本
文
中
に
多
用
さ
れ
て
い
る
﹁
︱
︱
﹂
と
﹁
…
…
﹂
に
つ
い
て
の
解
説
だ
が
、﹁
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
に
応
じ
た
使
い
分
け
が
な
さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
ほ
ど
厳
密
な
使

い
分
け
が
さ
れ
て
い
な
い
。
会
話
中
で
も
﹁
︱
︱
﹂
が
何
度
も
出
て
き
て
間
を
表
す
な
ど
し
て
い
る
の
で
×
。

4

は
、
短
編
小
説
の
引
用
に
つ
い
て
の
説
明
だ
が
、
こ
の
選
択
肢
の
内
容
が
正
解
で
あ
る
こ
と
を
理
解
で
き
れ
ば
、
﹁
私
﹂
の
父
や
家
族
に
対
す
る
﹁
重
層
的
﹂
な
思
い
が
理
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解
で
き
る
は
ず
だ
。
問
�
で
見
た
よ
う
に
、﹁
私
﹂
の
父
へ
の
思
い
は
愛
憎
半
ば
す
る
﹁
重
層
的
﹂
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
問
�
で
の
母
に
対
す
る
﹁
テ
レ
臭
い
﹂
態

度
に
も
反
映
さ
れ
て
く
る
。
こ
の
選
択
肢
を
正
解
と
し
て
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
受
験
生
で
あ
れ
ば
、
他
の
問
い
と
連
動
さ
せ
て
読
解
で
き
れ
ば
、
全
体
の
得
点
を
ア
ッ
プ
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
た
は
ず
だ
。

●
﹁
表
現
の
特
徴
﹂﹁
叙
述
の
説
明
﹂
や
﹁
内
容
合
致
﹂
問
題
の
正
解
の
選
択
肢
の
内
容
は
、
他
の
問
い
の
ヒ
ン
ト
に
な
る
可
能
性
が
高
い
。
最
後
ま
で
解
き
終
わ
っ
た
ら
全
体

を
も
う
一
度
俯
瞰
し
て
眺
め
、
関
連
す
る
問
い
が
あ
れ
ば
結
び
付
け
て
有
機
的
に
解
き
な
お
す
と
い
う
作
業
は
非
常
に
有
効
だ
。

5

は
、
後
半
の
﹁
初
歩
的
な
英
語
す
ら
満
足
に
話
せ
な
い
母
﹂
以
下
の
内
容
が
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
内
容
な
の
で
×
。
父
と
母
の
対
比
や
隔
た
り
の
比
喩
と
し
て
カ

タ
カ
ナ
で
英
語
が
表
現
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

6

は
、
最
後
に
﹁
祖
父
の
法
要
で
の
前
後
三
日
間
と
挿
入
さ
れ
た
短
�
中
の
時
間
と
の
区
別
を
曖
昧
に
し
て
い
る
﹂
と
あ
る
の
が
誤
り
。
最
後
の
一
箇
所
だ
け
が
現
在
形
に

な
っ
て
い
る
の
は
、
ひ
と
し
き
り
小
説
が
終
わ
っ
た
後
、
筆
者
が
ひ
ょ
っ
こ
り
顔
を
出
し
て
息
子
の
英
一
の
こ
と
を
現
在
形
で
紹
介
し
て
注
釈
を
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

小
説
全
体
の
中
で
﹁
時
間
の
区
別
を
曖
昧
に
し
て
い
る
﹂
と
い
う
意
図
は
読
み
取
れ
な
い
。

以
上
か
ら
、
残
し
て
い
た
2

と
、
ズ
バ
リ
内
容
的
に
正
し
い
4

が
正
解
と
な
る
が
、

●
﹁
表
現
の
特
徴
﹂
や
﹁
叙
述
の
説
明
﹂
で
二
つ
の
正
解
を
選
ぶ
場
合
、
一
つ
は
す
ぐ
に
正
解
と
わ
か
る
場
合
が
多
く
、
も
う
一
つ
の
正
解
は
す
べ
て
の
選
択
肢
を
消
去
法
で
確

認
し
た
後
、
残
っ
た
も
の
を
選
ぶ
と
い
う
手
順
を
取
る
。

こ
こ
で
は
、
4

は
内
容
的
に
す
ぐ
に
正
解
と
し
て
選
べ
て
ほ
し
い
が
、
2

を
選
ぶ
に
は
他
の
選
択
肢
を
消
去
法
で
×
に
し
て
か
ら
で
な
い
と
難
し
い
。

正
解

・

2

・
4

︵
順
不
同
︶

19

20
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