
二
〇
一
五
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験

解
説
︿
現
代
文
﹀

第
�
問

評
論

佐
々
木
敦
﹃
未
知
と
の
遭
遇
﹄

﹇
総

括
﹈

一
昨
年
・
昨
年
の
テ
ー
マ
、
内
容
と
も
に
読
み
取
り
づ
ら
か
っ
た
文
章
に
比
べ
る
と
、
テ
ー
マ
が
現
代
的
で
あ
り
、
﹁
ネ
ッ
ト
﹂
﹁
リ
テ
ラ
シ
ー
﹂
﹁
歴
史
﹂
﹁
啓
蒙
﹂
な
ど
、
内
容
が

多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
点
を
読
み
落
と
さ
な
け
れ
ば
、
読
み
取
り
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
い
。
た
だ
全
体
で
み
る
と
、
三
行
の
選
択
肢
の
設
問
が
三
問
出
題
さ
れ
、
選
択
肢
の
字
数
が

増
加
し
た
た
め
、
解
答
に
手
間
取
っ
た
受
験
生
が
多
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

設
問
別
で
は
、
問
�
の
漢
字
が
や
や
難
。
問
�
と
問
�
は
選
択
肢
の
吟
味
が
必
要
。
問
�
は
全
体
を
踏
ま
え
た
要
約
的
理
解
が
求
め
ら
れ
る
問
題
。
問
�
は
前
年
の
﹁
表
現
と
構
成

に
つ
い
て
問
う
問
題
﹂
︵
小
問
二
問
構
成
︶
で
は
な
く
、
八
つ
の
選
択
肢
が
用
意
さ
れ
た
中
で
、
﹁
適
当
で
な
い
も
の
﹂
を
二
つ
選
ぶ
問
題
で
、
選
択
肢
と
本
文
と
の
照
合
に
時
間
が
か

か
る
。

﹇
解

説
﹈

問
�

漢
字
問
題

基
礎

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

�
と
�
が
、
﹁
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
。
消
去
法
で
も
解
け
な
く
は
な
い
が
、
こ
の
レ
ベ
ル
の
漢
字
に
関
し
て
は
す
べ
て
自
力
で
書
け
る
力
を
つ
け
て
お
い
て
ほ
し
い
。

�

垂
れ
る

1

心
酔

2

睡
魔

3

無
粋

4

自
炊

◎
5

懸
垂

�

大
概

1

該
博

2

弾
劾

3

形
骸

4

感
慨

◎
5

概
要

�

潤
沢

1

循
環

◎
2

湿
潤

3

殉
教
者

4

巡
回

5

純
度

�

端
的

1

丹
精

2

枯
淡

3

大
胆

◎
4

発
端

5

探
究

− 1−



�

奏
で

1

捜
査

2

双
眼
鏡

3

一
掃

◎
4

奏
上

5

操
業

正
解

�

5

�

5

�

2

�

4

�

4

�

�

�

�

�

問
�

傍
線
部
の
理
由
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ａ

﹁
﹃
教
え
て
君
﹄
よ
り
も
﹃
教
え
て
あ
げ
る
君
﹄
の
方
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
問
題
だ
と
思
い
ま
す
﹂
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
選
べ
。

ま
ず
気
が
つ
く
の
は
、

原
因

だ
か
ら

傍
線
部
Ａ

…
…
結
果

と
い
う
、
わ
か
り
や
す
い
図
式
に
な
っ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
傍
線
部
Ａ

の
理
由
説
明
と
し
て
は
、
ま
ず
傍
線
部
の
手
前
に
求
め
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

傍
線
部
Ａ

の
直
前
に
あ
る
よ
う
に
、
ネ
ッ
ト
上
で
の
﹁
教
え
て
君
﹂
は
、
実
は
質
問
の
答
え
を
本
当
は
﹁
知
っ
て
い
て
、
そ
の
上
で
つ
ぶ
や
い
た
﹂
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
り
、

そ
の
点
で
、
傍
線
部
Ａ

﹁
﹃
教
え
て
君
﹄
よ
り
も
﹃
教
え
て
あ
げ
る
君
﹄
の
方
が
、
場
合
に
よ
っ
て
は
問
題
だ
と
思
い
ま
す
﹂
と
い
う
結
果
に
至
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
他
者
に

対
し
て
啓
蒙
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
﹁
教
え
て
あ
げ
る
君
﹂
の
ほ
う
が
、
実
は
﹁
教
え
て
君
﹂
よ
り
も
程
度
が
低
い
の
で
は
な
い
か
？

と
筆
者
は
見
抜
い
て
い
る
わ
け
だ
。

で
は
、
﹁
教
え
て
君
﹂
の
ほ
う
が
マ
シ
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
一
見
啓
蒙
的
な
態
度
を
取
っ
て
い
る
﹁
教
え
て
あ
げ
る
君
﹂
は
本
当
の
意
味
で
知
識
や
情
報
を
持
っ

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
た
同
様
に
﹁
教
え
て
君
﹂
も
新
し
い
こ
と
を
知
る
た
め
に
質
問
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
が
一
緒
に
な
っ
て
、
さ
ら
に
﹁
啓
蒙
の
ベ
ク
ト
ル

が
、
ど
ん
ど
ん
落
ち
て
い
く
﹂
事
態
を
筆
者
は
﹁
ナ
ン
セ
ン
ス
﹂
と
評
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
点
を
と
ら
え
た
う
え
で
選
択
肢
を
見
る
と
、
正
解
は
3

と
わ
か
る
。

残
り
の
選
択
肢
を
見
る
と
、

1

は
、
﹁
無
責
任
な
回
答
﹂
と
﹁
態
度
の
安
直
さ
を
許
容
﹂
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
で
、
ま
た
、
﹁
﹃
教
え
て
君
﹄
の
知
的
レ
ベ
ル
を
著
し
く
低
下
さ
せ
る
弊
害
を
も
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た
ら
す
﹂
も
×
。
両
者
と
も
に
知
的
レ
ベ
ル
が
下
が
っ
て
い
く
こ
と
が
問
題
な
の
だ
。

2

は
、
﹁
知
識
を
押
し
つ
け
る
ば
か
り
﹂
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
﹁
い
た
ず
ら
に
困
惑
さ
せ
﹂
以
下
の
内
容
も
×
。
教
え
る
行
為
の
意
味
・
無
意
味
と
い
う
も

の
が
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

4

の
説
明
だ
と
、
﹁
教
え
て
あ
げ
る
君
﹂
の
義
務
感
が
空
回
り
し
て
、
結
局
﹁
自
分
自
身
の
知
的
レ
ベ
ル
﹂
も
﹁
社
会
全
体
の
知
的
レ
ベ
ル
﹂
も
向
上
し
な
い
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
そ
も
そ
も
筆
者
は
ネ
ッ
ト
上
で
の
こ
う
し
た
﹁
教
え
て
あ
げ
る
君
﹂
の
よ
う
な
啓
蒙
的
な
態
度
な
ん
か
で
は
知
的
レ
ベ
ル
は
向
上
し
な
い
と
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、

後
の
問
い
に
な
る
が
、
問
�
の
1

に
も
あ
る
よ
う
に
﹁
教
え
て
君
﹂
﹁
教
え
て
あ
げ
る
君
﹂
の
﹁
君
﹂
付
け
の
呼
称
に
は
﹁
軽
い
か
ら
か
い
の
気
持
ち
﹂
が
入
っ
て
い
る
の
だ
か

ら
、
こ
の
選
択
肢
の
内
容
は
根
本
的
に
×
に
な
る
。

5

は
、
﹁
自
己
満
足
を
目
的
と
し
て
教
え
て
い
る
﹂
が
本
文
に
ナ
シ
で
×
。
ま
た
、
﹁
﹃
教
え
て
君
﹄
の
知
的
レ
ベ
ル
を
向
上
さ
せ
る
こ
と
に
は
関
心
が
な
い
﹂
わ
け
で
は
な
く
、

﹁
教
え
て
あ
げ
る
君
﹂
は
自
分
な
り
に
啓
蒙
的
な
態
度
を
取
っ
て
教
え
る
側
に
回
っ
て
い
る
は
ず
な
の
で
×
。

正
解

3

�

問
�

傍
線
部
の
理
由
説
明
問
題

基
礎

傍
線
部
Ｂ

﹁
メ
ロ
デ
ィ
を
書
こ
う
と
す
る
音
楽
家
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
な
か
な
か
厳
し
い
問
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
﹂
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最

も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
メ
ロ
デ
ィ
﹂
に
つ
い
て
は
第
�
段
落
以
降
に
書
か
れ
て
い
る
の
で
そ
こ
か
ら
読
ん
で
い
く
が
、
傍
線
部
の
解
答
の
根
拠
は
第
�
段
落
中
に
あ
る
。

傍
線
部
中
に
﹁
こ
れ
は
﹂
と
指
示
語
が
あ
る
の
で
、
そ
の
指
示
語
の
指
し
示
す
も
の
を
ま
ず
捉
え
る
。

●
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
。

新
し
い
メ
ロ
デ
ィ
が
～
そ
れ
だ
け
過
去
に
素
晴
ら
し
い
メ
ロ
デ
ィ
が
数
多
く
紡
ぎ
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と

→
そ
れ
︵
は
別
に
悪
い
こ
と
で
は
な
い
︶
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→

傍
線
部
Ｂ

﹁
メ
ロ
デ
ィ
を
～
こ
れ
は
な
か
な
か
厳
し
い
問
題
か
も
し
れ
ま
せ
ん
﹂

﹁
こ
れ
﹂
の
指
し
示
す
も
の
が
、
二
文
前
の
内
容
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
を
つ
か
む
こ
と
が
大
切
。
﹁
こ
れ
﹂
は
、
﹁
新
し
い
メ
ロ
デ
ィ
が
、
な
か
な
か
出
て
こ
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
そ
れ
だ
け
過
去
に
素
晴
ら
し
い
メ
ロ
デ
ィ
が
数
多
く
紡
ぎ
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
﹂
の
箇
所
を
指
し
て
い
る
。
ま
ず
、
選
択
肢
中
に
そ
の
要
素
が
あ
る
か
を
確
認
す
る
と
、

1

と
4

は
、
﹁
過
去
の
メ
ロ
デ
ィ
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
が
な
い
た
め
×
。

次
に
、
﹁
厳
し
い
問
題
﹂
の
理
由
を
も
う
少
し
正
確
に
探
す
と
、
も
う
一
文
前
に
、
﹁
誰
か
が
ふ
と
思
い
つ
い
た
メ
ロ
デ
ィ
が
過
去
に
前
例
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
～
あ
る
意
味

で
不
可
避
だ
と
言
っ
て
も
い
い
﹂
と
あ
り
、
現
代
の
音
楽
家
が
完
全
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
新
し
い
音
楽
を
作
り
出
す
こ
と
が
﹁
厳
し
い
問
題
﹂
で
あ
る
理
由
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の

二
つ
の
要
素
を
完
全
に
満
た
し
て
い
る
選
択
肢
は
2

。

3

は
、
﹁
社
会
的
な
認
知
を
得
て
い
く
た
め
に
、
た
え
ず
新
し
い
曲
を
発
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
﹂
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
×
。

5

は
、
﹁
過
去
に
作
ら
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
と
の
違
い
を
確
認
す
る
必
要
が
出
て
く
る
﹂
以
下
の
内
容
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
×
。

正
解

2

�

問
�

傍
線
部
の
内
容
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｃ

﹁
﹃
歴
史
﹄
の
崩
壊
﹂
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
。

ま
ず
、
傍
線
部
Ｃ

に
お
け
る
﹁
歴
史
﹂
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
を
と
ら
え
る
。

第
	
段
落
以
降
を
読
む
と
、
か
つ
て
の
﹁
歴
史
﹂
と
い
う
も
の
は
、
﹁
ど
こ
か
に
起
点
を
設
定
し
て
、
そ
こ
か
ら
現
在
に
連
な
っ
て
い
く
、
あ
る
い
は
現
在
か
ら
d
行
し
て

い
っ
て
、
は
じ
ま
り
に
至
る
﹂
と
い
う
時
間
的
な
経
緯
と
い
う
も
の
を
重
視
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ネ
ッ
ト
以
後
は
﹁
歴
史
﹂
を
﹁
一
個
の
﹃
塊
＝
マ
ッ
ス
﹄
﹂
と
し
て
丸
ご
と

捉
え
る
考
え
方
が
メ
イ
ン
に
な
っ
た
と
書
か
れ
て
い
る
。

ま
た
、
第
	
段
落
に
は
、
﹁
ネ
ッ
ト
以
後
、
そ
う
い
っ
た
﹃
歴
史
﹄
を
圧
縮
し
た
り
編
集
し
た
り
す
る
こ
と
が
、
昔
よ
り
も
ず
っ
と
や
り
易
く
な
り
ま
し
た
﹂
と
あ
り
、
続
け

て
﹁
時
間
軸
を
抜
き
に
し
て
～
丸
ご
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
、
従
来
の
時
間
的
な
経
緯
を
重
視
し
て
い
た
﹁
歴
史
﹂
か
ら
、
ネ
ッ
ト
以
後
は
﹁
歴
史
﹂
全
体
を
﹁
塊
﹂
で
捉
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
、
傍
線
部
Ｃ

﹁
﹃
歴
史
﹄

2015年度センター試験 現代文

− 4−



の
崩
壊
﹂
だ
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
う
し
た
説
明
に
な
っ
て
い
る
の
は
4

。

1

は
、
﹁
過
去
の
出
来
事
と
現
在
の
出
来
事
と
の
類
似
性
を
探
し
出
す
﹂
が
×
。
﹁
両
者
の
本
質
的
な
﹂
以
降
の
説
明
も
×
。
本
文
の
内
容
に
反
し
て
い
る
。

2

は
、
ネ
ッ
ト
以
後
に
﹁
累
積
さ
れ
た
過
去
に
内
在
す
る
多
様
性
を
尊
重
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
﹂
と
あ
る
が
、
こ
れ
だ
と
﹁
歴
史
﹂
を
﹁
塊
﹂
で
捉
え

る
と
い
う
内
容
と
は
正
反
対
の
捉
え
方
に
な
っ
て
い
る
の
で
×
。

3

は
、
﹁
過
去
の
出
来
事
を
重
要
度
の
違
い
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
﹂
が
×
。
﹁
重
要
で
あ
る
か
否
か
﹂
以
降
も
×
。
本
文
に
は
ネ
ッ
ト
以
後
の
歴
史
の
捉
え
方
が
﹁
重
要

度
の
違
い
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
﹂
に
な
っ
た
と
い
う
記
述
は
な
い
。

5

は
、
後
半
の
﹁
時
間
的
な
前
後
関
係
や
因
果
関
係
を
超
え
て
結
び
つ
く
過
去
と
現
在
と
の
つ
な
が
り
を
歴
史
と
捉
え
る
理
解
の
仕
方
﹂
が
×
。
こ
の
説
明
は
従
来
の
﹁
歴

史
﹂
の
捉
え
方
と
は
全
く
ち
が
う
も
の
な
の
で
、
そ
れ
が
﹁
通
用
し
な
く
な
っ
た
﹂
と
い
う
説
明
は
成
り
立
た
な
い
。

正
解

4

	

問
�

筆
者
の
考
え
を
問
う
問
題

基
礎

こ
の
文
章
全
体
を
踏
ま
え
、
﹁
啓
蒙
﹂
と
い
う
行
為
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
を
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

﹁
啓
蒙
﹂
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
と
し
て
、
も
っ
と
も
は
っ
き
り
書
か
れ
て
い
る
箇
所
は
第

段
落
で
あ
る
。

11

本
文
を
抜
き
出
し
な
が
ら
筆
者
の
考
え
を
ま
と
め
る
と
、
﹁
最
低
限
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
形
成
す
る
た
め
の
啓
蒙
の
必
要
性
﹂
は
、
﹁
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
啓
蒙
も
必
要
な
の
か
も

し
れ
な
い
﹂
、
﹁
け
れ
ど
も
、
や
は
り
僕
自
身
は
、
で
き
れ
ば
啓
蒙
は
他
の
人
に
任
せ
て
お
き
た
い
の
で
す
﹂
。
﹁
僕
は
そ
れ
と
は
異
な
る
次
元
に
あ
る
、
未
知
な
る
も
の
へ
の
好
奇

心
／
関
心
／
興
味
を
刺
激
す
る
こ
と
の
方
を
や
は
り
し
た
い
﹂
と
な
る
。

こ
う
し
た
説
明
を
う
ま
く
ま
と
め
て
い
る
選
択
肢
は
2

。

1

は
、
後
半
の
﹁
そ
の
た
め
﹂
以
降
が
×
。
筆
者
は
あ
く
ま
で
﹁
啓
蒙
﹂
に
関
し
て
は
、
他
の
人
に
任
せ
て
お
き
た
い
と
述
べ
て
い
る
。

3

は
、
﹁
あ
え
て
他
者
を
啓
蒙
す
る
場
に
と
ど
ま
り
続
け
た
い
﹂
が
×
。
筆
者
の
主
張
の
逆
。

4

は
、
﹁
啓
蒙
と
い
う
行
為
に
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
で
人
々
の
倫
理
意
識
を
高
め
た
い
﹂
が
×
。
こ
れ
も
筆
者
の
主
張
の
逆
。

5

は
、
﹁
あ
え
て
啓
蒙
の
意
義
を
否
定
し
﹂
以
下
が
×
。
筆
者
は
、
﹁
啓
蒙
﹂
の
必
要
性
は
認
め
て
い
る
。
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三
行
に
わ
た
る
選
択
肢
が
並
ぶ
設
問
で
あ
り
、
文
章
全
体
を
踏
ま
え
て
﹁
啓
蒙
﹂
と
い
う
行
為
に
対
す
る
筆
者
の
考
え
を
ま
と
め
た
も
の
の
真
偽
を
判
定
し
て
い
く
問
題
な
の

で
、
正
解
を
選
ん
だ
う
え
で
、
残
り
の
選
択
肢
の
間
違
い
を
必
ず
確
認
す
る
こ
と
も
大
切
だ
。

正
解

2




問
�

本
文
の
表
現
に
関
す
る
説
明
問
題
︵
不
適
当
な
も
の
を
選
ぶ
︶

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
。

ま
ず
、
﹁
適
当
で
な
い
も
の
﹂
を
選
ぶ
と
い
う
設
問
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
消
去
法
で
考
え
て
、
×
が
つ
い
た
選
択
肢
が
正
解
に
な
る
。
各
選
択
肢
が
﹁
第
○
段
落
の

…
…
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
一
つ
一
つ
本
文
と
対
照
さ
せ
な
が
ら
正
否
を
判
定
し
て
い
こ
う
。

1

﹁
教
え
て
君
﹂
と
﹁
教
え
て
あ
げ
る
君
﹂
の
﹁
君
﹂
付
け
は
、
﹁
軽
い
か
ら
か
い
の
気
持
ち
﹂
を
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
だ
が
、
﹁
教
え
て
君
﹂
と
﹁
教
え
て
あ
げ
る
君
﹂

は
、
第


段
落
で
﹁
啓
蒙
の
ベ
ク
ト
ル
が
、
ど
ん
ど
ん
落
ち
て
い
く
こ
と
﹂
の
例
え
と
し
て
出
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
こ
こ
で
の
﹁
君
﹂
付
け
は
、
﹁
軽
い
か
ら
か
い
の
気

持
ち
﹂
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
見
て
よ
い
。
問
�
の
選
択
肢
4

の
と
こ
ろ
で
も
考
察
し
た
の
で
、
参
考
に
し
て
ほ
し
い
。

2

は
、
判
断
に
迷
う
。
筆
者
は
丁
寧
の
助
動
詞
﹁
ま
す
﹂
を
第
�
段
落
で
は
最
初
か
ら
文
末
に
持
っ
て
き
て
い
る
。
選
択
肢
に
あ
る
よ
う
に
、
第
�
段
落
の
後
半
以
降
、
﹁
ま

す
﹂
が
出
て
こ
な
く
な
っ
て
い
る
の
は
事
実
だ
が
、
そ
れ
が
﹁
内
容
そ
の
も
の
の
説
明
に
重
点
が
移
っ
て
い
る
か
ら
﹂
と
言
え
る
か
ど
う
か
は
判
断
し
づ
ら
い
。
﹁
ま
す
﹂
の
付

い
て
い
な
い
の
は
﹁
し
か
し
そ
の
一
方
で
﹂
以
降
の
文
末
で
、
内
容
的
に
筆
者
の
主
張
し
た
い
方
向
で
あ
る
の
は
確
か
な
の
で
、
こ
れ
を
﹁
間
違
い
﹂
と
す
る
の
は
難
し
く
、
ど

ち
ら
か
と
い
え
ば
、
﹁
正
し
い
﹂
と
判
断
し
た
い
と
こ
ろ
だ
。
そ
こ
で
、
ひ
と
ま
ず
保
留
し
て
次
の
選
択
肢
へ
と
向
か
お
う
。

3

第
�
段
落
の
末
尾
を
見
る
と
、
﹁
そ
の
こ
と
﹂
と
い
う
指
示
表
現
を
挟
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
﹁
な
ぜ
か
よ
く
似
て
し
ま
う
﹂
と
い
う
筆
者
の
主
張
を
際
立
た
せ
て
い
る
。

単
純
に
下
に
続
け
て
い
く
よ
り
も
、
あ
え
て
一
呼
吸
置
い
て
読
点
を
打
ち
、
さ
ら
に
﹁
そ
の
こ
と
﹂
と
指
示
語
で
指
し
示
す
こ
と
で
、
重
要
度
が
高
い
内
容
で
あ
る
こ
と
を
表
そ

う
と
し
て
い
る
表
現
で
あ
る
。
し
か
し
、
選
択
肢
で
は
、
﹁
次
の
段
落
へ
の
接
続
を
よ
り
滑
ら
か
に
す
る
働
き
を
し
て
い
る
﹂
と
な
っ
て
お
り
、
こ
れ
は
ま
っ
た
く
逆
の
説
明
に

な
っ
て
い
る
の
で
×
。
こ
れ
が
一
つ
目
の
正
解
。

4

に
お
け
る
第
�
段
落
中
の
﹁
～
な
い
﹂
と
い
う
打
消
し
表
現
の
箇
所
を
見
て
み
る
と
、
﹁
～
事
実
を
認
め
る
し
か
な
い
﹂
﹁
～
め
げ
る
必
要
は
な
い
﹂
﹁
～
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
﹂
﹁
～
自
体
は
罪
で
は
な
い
﹂
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
果
た
し
て
選
択
肢
の
説
明
の
よ
う
に
﹁
肯
定
の
立
場
か
ら
否
定
の
立
場
に
転
じ
て
論
じ
て
い
る
か
ら
﹂
と
言
え
る

か
ど
う
か
を
確
認
す
る
。
第
�
段
落
後
半
の
内
容
は
、
メ
ロ
デ
ィ
を
書
こ
う
と
す
る
音
楽
家
が
突
き
当
た
る
問
題
に
つ
い
て
の
考
察
に
な
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
自
分
の
作
っ
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た
メ
ロ
デ
ィ
が
過
去
の
何
か
に
似
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
め
げ
る
必
要
も
な
い
代
わ
り
に
、
一
方
、
知
ら
な
か
っ
た
ん
だ
か
ら
何
が
悪
い
と
い
う
も
の
で
も
な
く
、
知
ら
な
い

よ
り
知
っ
て
い
た
方
が
い
い
と
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
に
肯
定
の
立
場
か
ら
否
定
の
立
場
に
転
じ
て
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
×
。
こ
れ
が
二
つ
目
の
正

解
。こ

の
時
点
で
正
解
の
二
つ
が
見
つ
か
っ
た
の
で
、
保
留
に
し
て
お
い
た
2

は
内
容
的
に
正
し
い
と
判
断
す
る
。
そ
し
て
、
残
り
の
選
択
肢
が
正
し
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
。

た
だ
し
こ
れ
以
降
で
、
も
し
確
実
に
×
が
付
く
選
択
肢
が
見
つ
か
っ
た
場
合
は
、
も
う
一
度
検
討
し
な
お
す
こ
と
を
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。

5

は
、
少
し
迷
う
。
第
�
段
落
第
�
文
の
﹁
し
か
し
﹂
と
、
第
�
文
の
﹁
し
か
し
﹂
と
い
う
接
続
詞
が
、
ど
ち
ら
も
第

文
に
対
し
て
逆
接
関
係
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か

が
問
題
。
よ
く
読
む
と
、
第
�
文
の
﹁
し
か
し
﹂
の
中
の
﹁
そ
れ
ら
﹂
が
、
第

文
の
﹁
目
の
前
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
く
る
も
の
、
あ
る
い
は
視
線
の
向
こ
う
側
に
見
え
て
く
る

も
の
﹂
を
指
し
示
し
て
お
り
、
同
様
に
、
第
�
文
の
﹁
し
か
し
﹂
の
中
の
﹁
そ
れ
﹂
も
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
第
�
文
も
第
�
文
も
、
第
�
文
中
の
同
じ
も
の
を

指
し
示
し
て
逆
接
的
な
内
容
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
正
し
い
説
明
と
言
え
る
。
﹁
指
示
語
﹂
を
つ
か
ん
で
解
答
す
る
と
い
う
の
は
、
現
代
文
読
解
の
基
本
な
の
で
、

こ
の
選
択
肢
を
間
違
い
と
捉
え
て
し
ま
っ
た
人
は
、
﹁
指
示
語
﹂
を
見
落
と
さ
ず
読
解
す
る
訓
練
を
し
て
ほ
し
い
。

6

第
	
段
落
第


文
の
﹁
歴
史
﹂
は
、
﹁
わ
れ
わ
れ
～
考
え
る
﹂
と
い
う
文
脈
の
中
に
あ
る
の
で
、
一
般
常
識
的
な
﹁
歴
史
﹂
、
つ
ま
り
﹁
従
来
の
捉
え
方
に
よ
る
歴
史
﹂

の
こ
と
で
あ
り
、
カ
ギ
カ
ッ
コ
を
付
け
た
理
由
は
、
そ
の
﹁
歴
史
﹂
を
際
立
た
せ
る
た
め
と
考
え
ら
れ
る
た
め
、
正
し
い
。
問
�
に
も
絡
む
内
容
な
の
で
、
素
早
く
正
し
い
と
判

断
で
き
て
ほ
し
い
。

7

第

段
落
の
第

文
の
﹁
こ
れ
は
あ
る
意
味
で
は
﹂
が
指
し
示
す
具
体
的
な
内
容
は
、
本
文
中
に
は
見
つ
か
ら
な
い
た
め
、
説
明
通
り
﹁
婉
曲
な
言
い
回
し
﹂
で
あ
る

10

と
判
断
で
き
る
の
で
、
正
し
い
。

8

問
�
で
見
た
よ
う
に
、
﹁
け
れ
ど
も
、
や
は
り
僕
自
身
は
、
で
き
れ
ば
啓
蒙
は
他
の
人
に
任
せ
て
お
き
た
い
の
で
す
﹂
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
第

段
11

落
第
�
文
の
よ
う
に
﹁
な
さ
っ
て
﹂
と
い
う
尊
敬
表
現
を
使
う
こ
と
は
、
自
ら
は
啓
蒙
を
せ
ず
他
の
人
に
任
せ
た
い
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
人
た
ち
と
は
距
離
を
置

く
意
識
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
正
し
い
。

正
解

・

3

・
4

︵
順
不
同
︶

10

11
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第
�
問

小
説

小
池
昌
代
﹁
石
を
愛
で
る
人
﹂

﹇
総

括
﹈

こ
の
三
年
、
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
近
代
小
説
か
ら
の
出
題
が
続
い
て
い
た
が
、
四
年
ぶ
り
に
現
代
作
家
で
あ
る
小
池
昌
代
の
小
説
﹁
石
を
愛
で
る
人
﹂
の
全
文
が
出
題

さ
れ
た
。
本
文
の
量
は
昨
年
よ
り
も
短
く
な
っ
て
い
る
が
、
選
択
肢
は
全
体
に
や
や
長
く
な
っ
て
い
る
。
前
書
き
に
﹁
小
説
﹂
と
あ
る
が
、
内
容
的
に
は
詩
人
で
あ
る
筆
者
の
個
人
体

験
を
も
と
に
し
た
﹁
随
想
︵
エ
ッ
セ
イ
︶
﹂
に
近
い
も
の
で
あ
る
。
登
場
人
物
が
少
な
く
場
面
転
換
も
さ
ほ
ど
多
く
な
い
の
で
、
そ
う
し
た
点
で
読
解
に
苦
労
す
る
こ
と
は
な
い
が
、

﹁
山
形
さ
ん
﹂
と
﹁
石
﹂
に
対
す
る
﹁
わ
た
し
﹂
の
想
い
を
丁
寧
に
読
み
取
る
必
要
が
あ
る
。

設
問
別
で
は
、
問
�
の
語
句
の
意
味
の
問
題
は
例
年
に
比
べ
る
と
や
や
易
。
問
�
が
や
や
難
。
選
択
肢
を
吟
味
す
る
必
要
が
あ
る
。
問
�
は
二
つ
と
も
正
解
す
る
の
が
難
し
い
問
題
。

昨
年
に
比
べ
る
と
や
や
難
で
は
あ
る
が
、
セ
ン
タ
ー
過
去
問
中
で
は
、
例
年
並
み
の
レ
ベ
ル
。

﹇
解

説
﹈

問
�

語
句
の
意
味
の
問
題

�

基
礎

	

基
礎




基
礎

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
。

﹁
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
。
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
の
あ
る
問
題
が
出
題
さ
れ
て
い
る
。

�
の
﹁
透
明
な
﹂
は
、
﹁
透
き
通
っ
て
に
ご
り
の
な
い
こ
と
﹂
な
の
で
、
こ
こ
で
は
3

﹁
ま
じ
り
気
の
な
い
﹂
が
正
解
。

�
の
﹁
と
く
と
く
と
﹂
は
、
﹁
得
得
と
﹂
と
書
き
、
﹁
得
意
そ
う
な
さ
ま
、
自
慢
げ
な
さ
ま
﹂
の
意
味
で
、
5

﹁
い
か
に
も
得
意
そ
う
に
﹂
が
正
解
。

�
の
﹁
追
い
討
ち
を
か
け
て
﹂
の
﹁
追
い
討
ち
﹂
は
、
﹁
弱
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
重
ね
て
打
撃
を
与
え
、
さ
ら
に
厳
し
い
状
態
に
追
い
や
る
﹂
の
意
味
で
、
選
択
肢
で
は
3

﹁
し
つ
こ
く
働
き
か
け
て
﹂
が
正
解
。

正
解

�

3

�

5

�

3

12

13

14
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問
�

傍
線
部
の
内
容
説
明
問
題

基
礎

傍
線
部
Ａ

﹁
言
葉
を
持
た
な
い
石
の
よ
う
な
冷ひ

や

や
か
さ
が
、
そ
の
冷
た
い
あ
た
た
か
さ
が
、
と
り
わ
け
身
に
し
み
る
﹂
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
。

傍
線
部
Ａ

の
直
前
に
﹁
だ
か
ら
﹂
と
あ
る
の
で
、
直
前
の
原
因
を
押
さ
え
る
。
す
る
と
、
﹁
人
間
関
係
の
疲
労
と
は
、
行
き
交
う
言
葉
を
め
ぐ
る
疲
労
で
あ
る
﹂
と
書
か
れ
て

い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
﹁
石
の
よ
う
な
冷
や
か
さ
﹂
が
、
筆
者
に
と
っ
て
﹁
冷
た
い
あ
た
た
か
さ
﹂
と
感
じ
ら
れ
、
﹁
と
り
わ
け
身
に
し
み
る
﹂
理
由
は
、
人
間
関
係
の
煩
わ
し
さ
に

疲
れ
た
筆
者
に
と
っ
て
、
言
葉
を
持
た
な
い
石
と
の
関
係
が
、
か
え
っ
て
安
ら
ぎ
を
与
え
て
く
れ
る
も
の
だ
と
わ
か
る
。

言
葉
を
持
た
な
い
石
が
、
言
葉
を
持
つ
人
間
と
の
対
比
に
お
い
て
、
逆
説
的
に
筆
者
に
と
っ
て
﹁
冷
た
い
あ
た
た
か
さ
﹂
と
感
じ
ら
れ
、
﹁
身
に
し
み
る
﹂
よ
う
に
感
じ
ら
れ

る
最
大
の
理
由
は
、
言
葉
を
持
つ
人
間
関
係
の
煩
わ
し
さ
に
疲
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
点
を
押
さ
え
れ
ば
正
解
で
き
る
。

選
択
肢
を
見
る
と
、
そ
う
し
た
説
明
に
な
っ
て
い
る
の
は
2

の
み
で
あ
り
、
他
の
選
択
肢
は
そ
う
し
た
点
に
触
れ
て
い
な
い
の
で
×
。

一
応
、
残
り
の
選
択
肢
も
見
て
お
こ
う
。

1

は
、
﹁
物
言
わ
ぬ
石
が
も
た
ら
す
緊
張
感
﹂
が
×
。
﹁
人
と
し
て
の
自
信
を
取
り
戻
さ
せ
て
く
れ
る
﹂
も
×
。

3

は
、
﹁
物
言
わ
ぬ
石
の
持
つ
き
び
し
い
拒
絶
感
﹂
が
×
。
﹁
周
囲
の
人
と
の
心
の
通
い
合
い
の
大
切
さ
が
か
え
っ
て
切
実
に
思
え
て
く
る
﹂
が
×
。
こ
れ
だ
と
ま
る
で
逆
の

説
明
に
な
っ
て
い
る
。

4

は
、
﹁
現
実
の
生
活
で
は
時
に
噓
を
つ
き
自
分
を
偽
る
﹂
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
で
×
。

5

は
、
﹁
距
離
を
置
い
て
見
つ
め
直
し
て
み
る
﹂
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
で
×
。

正
解

2

15

問
�

人
物
像
の
問
題

基
礎

わ
た
し
の
山
形
さ
ん
へ
の
見
方
は
、
こ
の
文
章
全
体
を
通
し
て
み
る
と
変
わ
っ
て
い
く
が
、

行
目
か
ら

行
目
ま
で
に
描
か
れ
た
山
形
さ
ん
の
人
物
像
は
ど
の
よ
う
な
も

29

57

の
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。
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行
目
か
ら

行
目
ま
で
に
描
か
れ
た
山
形
さ
ん
の
人
物
像
と
選
択
肢
の
要
素
と
を
照
合
し
て
い
く
の
で
、
解
き
方
と
し
て
は
消
去
法
を
使
う
の
が
よ
い
。

29

57

1

の
﹁
繊
細
な
内
面
に
図
々
し
く
入
り
込
ん
で
く
る
﹂
は
、
本
文
で
は

・

行
目
に
﹁
ず
う
ず
う
し
さ
が
あ
っ
た
﹂
と
書
い
て
あ
る
も
の
の
、
そ
の
﹁
ず
う
ず
う
し
さ
﹂

53

54

は
山
形
さ
ん
の
言
い
方
に
つ
い
て
の
感
想
で
あ
り
、
筆
者
の
﹁
繊
細
な
内
面
﹂
に
入
り
込
ん
で
く
る
﹁
ず
う
ず
う
し
さ
﹂
で
は
な
い
の
で
、
×
。
い
わ
ゆ
る
ひ
っ
か
け
だ
。

2

は
、
﹁
楽
し
さ
を
説
い
て
自
信
を
持
た
せ
よ
う
と
す
る
度
量
の
大
き
さ
﹂
と
あ
る
が
、
本
文
で
は

行
目
に
あ
る
よ
う
に
﹁
自
信
を
持
っ
て
決
め
つ
け
る
﹂
は
山
形
さ
ん
で

49

あ
り
、
﹁
わ
た
し
﹂
に
自
信
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
×
。
こ
れ
も
ひ
っ
か
け
だ
。
1

と
同
様
、
本
文
に
あ
る
言
葉
を
用
い
て
作
ら
れ
て
い
る
選
択
肢
だ

か
ら
と
言
っ
て
、
安
易
に
飛
び
つ
か
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

3

の
﹁
無
表
情
な
ま
ま
に
慰
め
て
く
れ
る
﹂
は
本
文
の

・

行
目
の
﹁
石
の
よ
う
に
表
情
の
な
い
顔
で
、
の
ん
び
り
と
な
ぐ
さ
め
て
く
れ
た
﹂
に
対
応
し
て
お
り
、
﹁
不
思

46

47

議
な
優
し
さ
﹂
や
﹁
揺
る
ぎ
な
い
態
度
で
わ
た
し
の
心
情
や
行
動
を
決
め
て
か
か
る
強
引
な
人
物
﹂
は

～

行
目
と

～

行
目
の
内
容
を
ま
と
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

47

49

51

54

し
た
が
っ
て
こ
れ
が
正
解
。

4

は
、
﹁
わ
た
し
の
心
を
気
遣
う
ふ
り
を
し
て
、
自
身
の
趣
味
で
あ
る
石
の
魅
力
に
引
き
込
も
う
と
す
る
自
信
家
﹂
と
い
う
の
は
正
確
に
は
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
。
仮

に
そ
う
い
う
意
図
が
あ
っ
て
山
形
さ
ん
が
わ
た
し
を
石
の
展
示
会
に
誘
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
﹁
わ
た
し
の
戸
惑
い
を
く
み
取
ろ
う
と
し
な
い
無
神
経
な
人
物
﹂
と
い
う
説
明
は

当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
×
。
山
形
さ
ん
は
、
自
信
家
で
ず
う
ず
う
し
い
人
で
は
あ
っ
て
も
、
テ
レ
ビ
に
出
演
し
て
落
ち
込
ん
で
い
た
わ
た
し
を
﹁
の
ん
び
り
と
な
ぐ
さ
め
て
く
れ

た
﹂
人
で
も
あ
る
こ
と
を
読
み
落
と
さ
な
い
よ
う
に
し
た
い
。

5

は
、
﹁
話
題
を
そ
ら
し
て
ご
ま
か
し
﹂
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
×
。
ま
た
﹁
当
初
の
～
無
責
任
な
人
物
﹂
と
い
う
説
明
も
間
違
っ
て
い
る
の
で
×
。

正
解

3

16

問
�

傍
線
部
の
理
由
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｂ

﹁
当
日
は
雨
だ
っ
た
。
し
か
し
石
を
見
に
行
く
の
に
は
い
い
日
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
﹂
と
あ
る
が
、
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を

選
べ
。

傍
線
部
Ｂ

は
直
前
と
は
場
面
展
開
上
切
れ
て
い
る
箇
所
に
引
か
れ
て
い
る
も
の
な
の
で
、
そ
の
理
由
説
明
と
し
て
は
、
直
後
に
書
か
れ
て
い
る
、
わ
た
し
が
傘
を
好
き
な
理
由

を
ま
ず
は
押
さ
え
る
。

わ
た
し
は
傘
が
好
き
だ
と
書
い
た
う
え
で
、
そ
の
理
由
を
﹁
ひ
と
り
ひ
と
り
の
頭
の
う
え
に
開
き
、
ひ
と
り
ひ
と
り
を
囲
ん
で
い
る
﹂
か
ら
だ
と
し
て
い
る
。
同
時
に
そ
れ
は
、

2015年度センター試験 現代文

− 10−



行
目
に
も
あ
る
よ
う
に
、
﹁
拾
っ
た
、
拾
わ
れ
た
﹂
と
い
う
人
と
石
と
の
シ
ン
プ
ル
な
関
係
に
似
て
い
る
と
﹁
わ
た
し
﹂
は
考
え
た
。
つ
ま
り
、
﹁
わ
た
し
﹂
に
と
っ
て
、
﹁
石
﹂

65も
﹁
傘
﹂
も
自
分
の
世
界
と
シ
ン
プ
ル
に
対
応
し
、

行
目
に
あ
る
よ
う
に
、
一
見
﹁
寂
し
い
、
独
り
き
り
の
傘
の
な
か
﹂
の
、
﹁
華
や
か
な
世
界
﹂
で
あ
る
と
わ
た
し
は
捉
え

59

て
い
る
の
だ
。
こ
こ
は
連
想
ゲ
ー
ム
の
よ
う
な
感
覚
で
捉
え
ら
れ
た
か
ど
う
か
が
ポ
イ
ン
ト
。

○
雨
↓
傘
↓
ひ
と
り
ひ
と
り
を
囲
む
↓
︵
女
性
詩
人
の
言
葉
︶
寂
し
い
、
独
り
き
り

≒
華
や
か
な
世
界
↓
わ
た
し
に
と
っ
て
の
石
と
似
て
い
る

選
択
肢
を
見
て
行
こ
う
。

1

は
、
後
半
の
﹁
傘
が
﹂
以
降
の
説
明
は
、
先
ほ
ど
の
本
文
の
読
解
通
り
で
問
題
な
い
が
、
選
択
肢
の
二
行
目
途
中
ま
で
の
﹁
石
﹂
と
﹁
わ
た
し
﹂
と
の
関
係
の
説
明
が
解

答
と
し
て
必
要
な
の
か
ど
う
か
判
断
に
迷
う
。
確
か
に
わ
た
し
は
水
辺
の
石
を
持
ち
帰
っ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
、
濡
れ
た
時
の
石
の
魅
力
や
イ
タ
リ
ア
か
ら
持
ち
帰
っ
た
石
の

魅
力
な
ど
に
つ
い
て
前
半
部
分
で
語
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
﹁
こ
の
日
は
雨
が
降
っ
て
お
り
、
様
々
な
状
況
に
よ
っ
て
魅
力
を
増
す
石
を
観
賞
し
た
く
な
る
雰
囲
気
だ
と
感
じ
ら

れ
﹂
た
か
ど
う
か
は
傍
線
部
の
前
後
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
の
で
、
保
留
し
て
お
こ
う
。

2

は
、
ま
ず
﹁
河
原
の
よ
う
な
ア
ト
リ
エ
に
も
水
石
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
か
ら
﹂
と
あ
る
が
、
そ
の
事
実
を
知
っ
た
の
は
傍
線
部
Ｂ

よ
り
後
の
こ
と
で
、
時
系
列

的
に
間
違
っ
て
い
る
の
で
×
。
わ
た
し
は
﹁
水
石
﹂
と
い
う
も
の
を
そ
の
ア
ト
リ
エ
で
﹁
始
め
て
知
っ
た
﹂
と
書
い
て
い
る
。
ま
た
、
﹁
石
の
魅
力
を
味
わ
う
う
え
で
、
雨
が
思

わ
ぬ
演
出
効
果
を
も
た
ら
す
﹂
も
×
。
こ
こ
で
は
﹁
濡
れ
て
い
る
石
﹂
と
﹁
雨
の
日
の
傘
﹂
が
わ
た
し
に
と
っ
て
似
た
魅
力
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
雨
が
石
に
と
っ
て
演
出
効
果
を
も
た
ら
す
と
い
う
説
明
は
間
違
っ
て
い
る
。

3

は
、
本
文
に
引
用
さ
れ
て
い
る
女
性
詩
人
の
顔
に
刻
ま
れ
た
深
い
皺
が
、
﹁
水
や
光
に
よ
っ
て
微
妙
に
表
情
を
変
え
る
石
に
似
た
魅
力
が
あ
っ
た
﹂
と
ま
で
は
書
か
れ
て
い

な
い
の
で
×
。
ま
た
、
傘
を
愛
し
て
い
た
女
性
詩
人
に
共
感
し
て
い
た
の
は
事
実
だ
と
し
て
も
、
そ
の
﹁
共
感
﹂
が
﹁
石
を
見
に
行
く
の
に
は
い
い
日
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
﹂
こ

と
の
直
接
的
な
理
由
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
﹁
傘
﹂
と
﹁
石
﹂
と
の
類
似
性
こ
そ
が
こ
こ
で
の
直
接
的
な
理
由
で
あ
る
。

4

は
、
﹁
乾
い
た
石
に
愛
着
を
覚
え
て
い
た
﹂
と
あ
る
が
、
筆
者
が
人
間
関
係
の
悩
み
か
ら
解
放
さ
れ
安
ら
ぎ
を
感
じ
る
の
は
、
イ
タ
リ
ア
の
ア
ッ
シ
ジ
で
拾
っ
て
き
た
大
理

石
の
か
け
ら
の
石
に
対
し
て
で
あ
り
、
︵
濡
れ
た
後
の
︶
乾
い
た
石
で
は
な
い
の
で
×
。
乾
い
た
石
に
関
し
て
は
、
海
や
川
で
拾
っ
て
き
た
が
、
乾
く
と
﹁
魅
力
を
失
い
、
が
ら

く
た
の
一
つ
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
﹂
と
書
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
﹁
テ
レ
ビ
に
出
演
し
て
自
己
嫌
悪
に
陥
っ
て
か
ら
は
﹂
と
あ
る
が
、
時
系
列
と
し
て
こ
の
説
明
が
正
し
い
か
ど

う
か
は
本
文
に
根
拠
が
な
く
、
お
そ
ら
く
テ
レ
ビ
出
演
以
前
で
も
同
様
の
感
覚
を
わ
た
し
は
持
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
点
で
も
間
違
い
と
言
え
る
。

5

は
、
﹁
雨
の
日
は
か
え
っ
て
外
出
の
億
劫
さ
が
和
ら
ぎ
、
他
人
の
目
を
気
に
せ
ず
石
を
見
に
行
く
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
い
う
内
容
は
、
本
文
に
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
の

で
×
。
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以
上
、
選
択
肢
1

～
5

ま
で
を
検
討
し
た
結
果
、
保
留
に
し
て
い
た
1

以
外
は
確
実
に
×
が
付
く
の
で
、
消
去
法
で
1

が
浮
か
び
上
が
っ
て
き
て
正
解
と
わ
か
る
。

正
解

1

17

問
�

心
情
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｃ

﹁
何
か
が
何
か
を
少
し
ず
つ
ひ
っ
ぱ
っ
て
い
る
、
そ
の
日
は
、
そ
ん
な
感
じ
の
日
で
あ
っ
た
。
﹂
と
あ
る
が
、
わ
た
し
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
感
じ
は
じ
め
て
い

る
の
か
。
わ
た
し
の
中
で
起
こ
っ
た
変
化
を
踏
ま
え
た
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
選
べ
。

傍
線
部
Ｃ

の
直
前
に
、
﹁
わ
た
し
も
そ
の
と
き
、
山
形
さ
ん
に
、
心
を
惹
か
れ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
わ
た
し
と
山
形
さ
ん
と
の
二
人
の
心
の
距
離
が

近
づ
い
て
い
る
様
子
が
書
か
れ
て
い
る
。
傍
線
部
Ｃ

の
﹁
何
か
が
何
か
を
少
し
ず
つ
ひ
っ
ぱ
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
の
は
、
二
人
の
そ
う
し
た
関
係
性
の
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と

読
み
取
れ
る
。

選
択
肢
で
は
、
二
人
の
心
の
距
離
が
近
づ
い
て
い
る
様
子
に
つ
い
て
触
れ
て
い
な
い
3

・
5

は
×
。
ま
た
3

は
、
﹁
彼
の
見
識
の
高
さ
に
感
動
し
た
﹂
以
降
の
説
明
も
×
。

5

は
、
わ
た
し
と
石
と
の
関
係
が
﹁
山
形
さ
ん
と
関
わ
る
う
ち
に
少
し
ず
つ
壊
れ
て
き
て
い
る
﹂
と
い
う
説
明
も
全
く
の
間
違
い
で
×
。
﹁
孤
独
な
詩
人
で
あ
る
こ
と
か
ら
脱
し

つ
つ
あ
る
﹂
も
×
。

1

は
、
﹁
自
分
に
も
そ
う
し
た
両
面
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
﹂
と
あ
る
が
、
﹁
そ
う
し
た
両
面
﹂
が
指
し
示
す
﹁
強
さ
と
弱
さ
﹂
を
わ
た
し
が
持
っ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
た

と
い
う
こ
と
は
本
文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
、
×
。

2

の
説
明
は
、
ど
の
要
素
も
本
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
で
特
に
問
題
な
く
、
こ
れ
が
正
解
。

4

は
、
﹁
山
形
さ
ん
が
石
を
愛
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
孤
独
か
ら
脱
す
る
き
っ
か
け
を
得
た
よ
う
に
﹂
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
で
×
。
ま
た
、
﹁
わ
た
し
を
今

ま
で
の
自
分
と
は
違
う
人
間
に
変
え
る
か
も
し
れ
な
い
﹂
は
、
可
能
性
と
し
て
は
な
い
と
は
言
え
な
い
が
、
傍
線
部
の
﹁
何
か
が
何
か
を
﹂
と
い
う
二
人
の
関
係
性
に
つ
い
て
の

説
明
で
は
な
く
、
わ
た
し
の
み
の
説
明
に
な
っ
て
い
る
点
で
×
。

正
解

2

18
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問
�

表
現
の
特
徴
・
叙
述
の
説
明
問
題

1

応
用

5

基
礎

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
。

●
﹁
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
。

今
年
度
で
は
、
5

は
確
実
に
正
解
で
き
る
内
容
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
を
正
解
す
る
の
が
難
し
い
。

1

﹁
ア
イ
セ
キ
カ
﹂
と
カ
タ
カ
ナ
表
記
し
て
あ
る
理
由
は
、
ま
ず
�
、
�
行
目
に
も
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
﹁
ア
イ
セ
キ
カ
﹂
を
﹁
愛
石
家
﹂
と
即
座
に
は
判
断
で
き
ず
、

音
だ
け
で
わ
た
し
が
理
解
し
た
こ
と
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
﹁
ア
イ
セ
キ
カ
﹂
と
聞
い
た
と
き
に
﹁
愛
惜
家
﹂
か
な
？

と
思
っ
た
よ
う
に
、
世
の
中
に
﹁
愛
石
家
﹂
な
る
も
の
が

存
在
す
る
と
は
わ
た
し
に
は
思
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
後
も
漢
字
表
記
の
﹁
愛
石
家
﹂
で
は
な
く
﹁
ア
イ
セ
キ
カ
﹂
と
カ
タ
カ
ナ
で
書
き
続
け
て
い
る
理
由
は
、

行
目
に
﹁
わ
た
し
だ
っ
て
、
充
分
、
ア
イ
セ
キ
カ
の
一
人
で

21

は
な
い
か
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
﹁
愛
石
家
﹂
に
含
ま
れ
な
い
わ
た
し
も
含
め
た
広
い
意
味
で
の
石
を
愛
す
る
人
の
意
味
で
﹁
ア
イ
セ
キ
カ
﹂
と
表
記
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
1

の
説
明
は
正
し
い
。
た
だ
し
、
こ
の
選
択
肢
を
す
ぐ
に
正
解
と
選
ぶ
こ
と
は
難
し
い
の
で
、
6

ま
で
検
討
し
た
の
ち
、
戻
っ
て
き
て
正
解
と
す
る

と
い
う
の
が
正
し
い
手
順
だ
ろ
う
。

2

行
目
の
﹁
こ
い
け
さ
ん
﹂
と
い
う
山
形
さ
ん
の
語
り
か
け
は
、
問
�
の
山
形
さ
ん
の
人
物
像
で
も
見
た
よ
う
に
、
﹁
無
表
情
な
ま
ま
に
慰
め
て
く
れ
る
不
思
議
な
優
し

48

さ
を
持
つ
﹂
も
の
で
、
﹁
わ
た
し
の
後
悔
を
他
人
事
と
し
て
突
き
放
す
よ
う
な
、
投
げ
や
り
な
も
の
﹂
と
い
う
説
明
は
当
て
は
ま
ら
な
い
の
で
×
。
こ
こ
で
は
問
い
と
問
い
と
を

連
動
し
て
解
く
視
点
が
有
効
だ
。
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●
﹁
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
。

3

行
目
の
﹁
小
石
ど
も
﹂
は
、
石
を
見
下
し
た
表
現
で
は
な
く
、
直
前
に
も
﹁
期
待
し
た
と
お
り
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
石
を
愛
す
る
人
が
拾
っ
て
展
示
し
た
も
の
を
見

63

に
来
た
わ
た
し
の
期
待
と
親
愛
の
情
を
表
し
た
も
の
な
の
で
、
﹁
軽
ん
じ
る
気
持
ち
が
生
じ
た
﹂
と
い
う
説
明
は
×
。
問
�
で
も
考
察
し
た
よ
う
に
、
雨
の
日
に
石
を
見
に
行
く

の
は
わ
た
し
に
と
っ
て
い
い
も
の
で
あ
る
は
ず
な
の
で
、
﹁
他
人
が
拾
っ
た
﹃
小
石
﹄
を
軽
ん
じ
る
﹂
は
ず
が
な
い
。

4

わ
た
し
が
山
形
さ
ん
に
徐
々
に
惹
か
れ
て
い
っ
た
の
は
事
実
だ
が
、
そ
れ
と
反
比
例
す
る
か
の
よ
う
に
﹁
石
か
ら
は
次
第
に
心
が
離
れ
つ
つ
あ
る
﹂
と
い
う
の
は
間
違

い
で
×
。
こ
れ
も
問
�
で
考
察
し
た
内
容
に
反
す
る
。

5

は
、
カ
ッ
コ
と
カ
ギ
カ
ッ
コ
の
表
記
の
違
い
の
説
明
だ
が
、

行
目
以
降
の
カ
ッ
コ
は
﹁
わ
た
し
の
思
念
や
、
わ
た
し
が
山
形
さ
ん
の
思
念
を
推
測
し
た
も
の
﹂
で
あ
り
、

77

カ
ギ
カ
ッ
コ
は
﹁
わ
た
し
に
は
っ
き
り
届
い
た
声
で
あ
る
﹂
こ
と
は
、
本
文
を
読
め
ば
確
実
に
わ
か
る
の
で
正
し
い
と
判
断
で
き
る
。

6

﹁
サ
ッ
ク
ス
と
ピ
ア
ノ
の
音
﹂
と
い
う
主
語
に
対
し
て
、
﹁
あ
ふ
れ
る
﹂
﹁
流
れ
出
る
﹂
と
い
う
動
詞
を
通
常
使
う
か
ど
う
か
の
判
断
は
難
し
い
の
で
保
留
す
る
と
し
て
も
、

後
半
の
﹁
詩
人
で
あ
る
わ
た
し
の
表
現
技
巧
が
以
前
と
比
べ
て
洗
練
さ
れ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
﹂
が
×
。
本
文
に
は
﹁
わ
た
し
の
表
現
技
巧
﹂
に
つ
い
て
、
以
前
と
今
と
の
洗

練
の
度
合
い
を
比
較
し
て
い
る
箇
所
は
見
つ
か
ら
な
い
。

正
解

・

1

・
5

︵
順
不
同
︶

19

20
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