
二
〇
一
六
年
度
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験

解
説
︿
現
代
文
﹀

第
�
問

評
論

土
井
隆
義
﹃
キ
ャ
ラ
化
す
る
／
さ
れ
る
子
ど
も
た
ち
﹄

﹇
総

括
﹈

昨
年
の
テ
ー
マ
同
様
、
今
年
も
受
験
生
に
と
っ
て
身
近
な
現
代
的
テ
ー
マ
の
文
章
だ
っ
た
。
価
値
観
が
多
様
化
し
た
社
会
に
お
け
る
現
代
人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
述
べ
た
文
章
で
あ

り
、
﹁
内
キ
ャ
ラ
﹂
﹁
外
キ
ャ
ラ
﹂
と
い
う
あ
ま
り
な
じ
み
の
な
い
語
が
キ
ー
ワ
ー
ド
に
な
っ
て
い
る
が
文
章
は
平
易
で
、
文
章
量
も
昨
年
よ
り
も
一
割
以
上
減
少
し
て
い
る
の
で
、
読

解
す
る
の
に
そ
れ
ほ
ど
時
間
は
と
ら
れ
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

設
問
別
で
は
、
問
�
の
漢
字
は
実
力
が
問
わ
れ
る
問
題
が
並
ん
だ
。
問
�
～
問
�
ま
で
は
、
傍
線
部
の
説
明
問
題
で
基
礎
～
標
準
レ
ベ
ル
。
問
�
の
生
徒
が
﹁
誠
実
さ
﹂
を
話
題
に

し
て
発
言
を
し
て
い
る
中
か
ら
正
解
を
選
ぶ
問
題
は
96
年
度
な
ど
に
も
出
題
さ
れ
た
形
式
だ
が
、
近
年
に
は
な
か
っ
た
も
の
で
、
新
課
程
を
意
識
し
た
問
題
か
。
問
�
は
昨
年
の
﹁
八

つ
の
選
択
肢
か
ら
二
つ
を
選
ぶ
﹂
形
式
か
ら
、
一
昨
年
ま
で
の
﹁
小
問
二
題
構
成
で
各
一
つ
を
選
ぶ
﹂
形
式
に
戻
っ
た
。
�
で
は
文
章
の
表
現
を
問
い
、
�
で
は
文
章
の
構
成
・
展
開

を
問
う
て
い
る
が
、
両
方
と
も
﹁
適
当
で
な
い
も
の
﹂
を
選
ぶ
点
が
特
徴
的
だ
。

﹇
解

説
﹈

問
�

漢
字
問
題

基
礎
～
標
準

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
付
け
て
お
い
て
ほ
し
い
。

�
の
正
解
の
3

﹁
営
繕
﹂
は
﹁
建
築
物
の
営
造
と
修
繕
﹂
の
こ
と
。
�
の
﹁
収
束
﹂
は
﹁
分
裂
し
た
り
、
混
乱
し
た
り
し
て
い
た
も
の
が
、
ま
と
ま
っ
て
収
ま
り
が
つ
く
こ

と
﹂
。
�
の
﹁
顧
み
る
﹂
は
﹁
振
り
返
る
﹂
意
で
あ
り
、
﹁
反
省
す
る
﹂
意
の
﹁
省
み
る
﹂
で
は
な
い
。
�
は
3

を
﹁
展
開
﹂
と
取
っ
て
し
ま
う
と
正
解
が
な
く
な
る
の
で
注
意
。

�
の
﹁
縮
減
﹂
は
﹁
計
画
・
予
算
な
ど
の
規
模
を
減
ら
し
小
さ
く
す
る
こ
と
﹂
。
そ
の
意
味
が
わ
か
ら
な
い
と
5

の
﹁
緊
縮
﹂
が
選
べ
な
い
。
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�

繕
う

1

漸
増

2

全
容

◎
3

営
繕

4

学
生
然

5

禅
問
答

�

収
束

1

反
則

2

促
進

3

閉
塞

4

一
触
即
発

◎
5

束
縛

�

顧
み
て
も

1

故
意

2

古
式

3

鼓
舞

4

孤
独

◎
5

顧
慮

�

回
避

1

大
会

2

大
海

◎
3

転
回

4

下
界

5

開
陳

�

縮
減

1

祝
し
て

2

粛
粛

3

宿
敵

4

淑
女

◎
5

緊
縮

正
解

�

�

3

�

�

5

�

�

5

�

�

3

�

�

5

問
�

傍
線
部
説
明
問
題

基
礎

傍
線
部
Ａ

﹁
リ
カ
ち
ゃ
ん
の
捉
え
ら
れ
方
が
変
容
し
て
い
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
一
つ
選
べ
。

第
	
段
落
冒
頭
に
、
﹁
し
か
し
﹂
と
逆
接
の
接
続
詞
が
あ
る
こ
と
に
着
目
す
る
。
第


段
落
で
の
﹁
か
つ
て
の
リ
カ
ち
ゃ
ん
﹂
と
、
﹁
し
か
し
﹂
以
下
の
﹁
平
成
に
入
っ
て
か
ら

の
リ
カ
ち
ゃ
ん
﹂
の
違
い
が
解
答
の
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
。
﹁
対
比
﹂
を
つ
か
ん
で
解
く
問
題
だ
。

第
�
段
落
…
﹁
か
つ
て
の
リ
カ
ち
ゃ
ん
﹂
の
捉
え
ら
れ
方

し
か
し
︵
逆
接
︶

⇔

第
�
段
落
…
﹁
平
成
に
入
っ
て
か
ら
の
リ
カ
ち
ゃ
ん
﹂
の
捉
え
ら
れ
方
↓
傍
線
部
Ａ

﹁
変
容
し
て
い
る
﹂

そ
こ
で
傍
線
部
Ａ

の
説
明
と
し
て
は
、
ま
ず
第


段
落
で
の
﹁
か
つ
て
の
リ
カ
ち
ゃ
ん
﹂
の
捉
え
ら
れ
方
を
押
さ
え
、
次
に
第
	
段
落
の
﹁
平
成
に
入
っ
て
か
ら
の
リ
カ
ち
ゃ

ん
﹂
の
捉
え
ら
れ
方
を
押
さ
え
る
。

○
﹁
か
つ
て
の
リ
カ
ち
ゃ
ん
﹂
の
捉
え
ら
れ
方

�
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
憧
れ
の
ス
タ
イ
ル
を
演
じ
て
く
れ
る
イ
メ
ー
ジ
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
。

�
設
定
さ
れ
た
物
語
の
枠
組
の
な
か
で
、
﹁
ご
っ
こ
遊
び
﹂
を
楽
し
む
も
の
。
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○
﹁
平
成
に
入
っ
て
か
ら
の
リ
カ
ち
ゃ
ん
﹂
の
捉
え
ら
れ
方

�
物
語
の
枠
組
か
ら
徐
々
に
解
放
さ
れ
、
別
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
演
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

�
特
定
の
物
語
を
背
後
に
背
負
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
脱
し
て
、
ど
ん
な
物
語
に
も
転
用
可
能
な
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
へ
と
変
化
し
た
。

以
上
を
つ
か
め
れ
ば
、
正
解
は
1

と
決
ま
る
。

2

は
、
前
半
の
説
明
は
よ
い
が
、
後
半
の
内
容
が
間
違
っ
て
い
る
。
﹁
世
代
ご
と
に
異
な
る
物
語
空
間
を
作
る
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
﹂
と
は
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
の

で
×
。

3

は
、
後
半
の
﹁
国
民
的
ア
イ
ド
ル
と
い
え
る
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
﹂
が
×
。
第


段
落
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
リ
カ
ち
ゃ
ん
は
そ
も
そ
も
﹁
世
代
を
越
え
た
国

民
的
ア
イ
ド
ル
﹂
な
の
で
、
平
成
に
な
っ
て
﹁
国
民
的
ア
イ
ド
ル
﹂
に
変
わ
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
で
×
。

4

は
、
2

と
同
様
に
前
半
の
説
明
は
よ
い
が
、
後
半
の
﹁
よ
り
身
近
な
生
活
ス
タ
イ
ル
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
﹂
が
×
。
﹁
設
定
さ
れ
た
そ
の
物
語
の
枠

組
﹂
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
﹁
ど
ん
な
物
語
に
も
転
用
可
能
な
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
﹂
へ
と
変
化
し
た
の
で
あ
る
。

5

は
、
前
半
も
お
か
し
い
が
、
後
半
の
﹁
自
由
な
想
像
力
を
育
む
イ
メ
ー
ジ
・
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
と
し
て
評
価
さ
れ
る
も
の
へ
と
変
わ
っ
て
い
る
﹂
が
特
に
×
。
リ
カ
ち
ゃ
ん

の
捉
え
ら
れ
方
の
変
化
は
、
﹁
自
由
な
想
像
力
を
育
む
﹂
か
ど
う
か
の
問
題
で
は
な
い
。

正
解

�

1

問
�

傍
線
部
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｂ

﹁
人
び
と
に
共
通
の
枠
組
を
提
供
し
て
い
た
﹃
大
き
な
物
語
﹄
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
﹁
人
び
と
﹂
と
﹁
大
き
な
物
語
﹂
の
関
係
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
、
傍
線
部
が
文
の
途
中
か
ら
途
中
に
引
か
れ
て
い
る
の
で
、
文
末
ま
で
読
ん
で
、
こ
こ
で
い
う
﹁
大
き
な
物
語
﹂
は
か
つ
て
存
在
し
た
が
、
今
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い

る
と
い
う
事
実
を
つ
か
も
う
。

●
傍
線
部
が
一
文
全
体
に
引
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文
の
途
中
か
ら
途
中
に
引
か
れ
て
い
る
場
合
、
傍
線
部
の
前
後
を
し
っ
か
り
と
読
ん
で
理
解
し
て
か
ら
解
く
。
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今
で
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
﹁
大
き
な
物
語
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
は
、
傍
線
部
の
次
の
段
落
、
第
�
段
落
に
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

�
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、
﹁
大
き
な
物
語
﹂
と
い
う
揺よ

う

籃ら
ん

の
な
か
で
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
が
目
指
さ
れ
て
い
た
時
代
。

�
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
は
、
外
面
的
な
要
素
も
内
面
的
な
要
素
も
そ
の
ま
ま
併
存
さ
せ
て
お
く
の
で
は
な
く
、
揺
ら
ぎ
を
は
ら
み
な
が
ら
も
一
貫
し
た
文
脈
へ
と
そ
れ
ら
を

シ
ュ
ウ
ソ
ク
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る
も
の
。

こ
れ
を
読
む
と
わ
か
る
よ
う
に
、
問
わ
れ
て
い
る
﹁
大
き
な
物
語
﹂
と
﹁
人
び
と
﹂
と
の
関
係
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
立
に
関
係
し
た
も
の
だ
。
選
択
肢
の
記
述
は
前

半
が
す
べ
て
同
じ
な
の
で
、
中
～
後
半
を
比
較
検
討
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
は
あ
る
程
度
の
言
い
換
え
を
し
て
あ
る
選
択
肢
を
選
ぶ
力
が
必
要
だ
が
、
次
の
よ
う
な
関

係
を
つ
か
ん
で
正
解
は
2

と
わ
か
る
。

○
本
文
の
記
述
…
外
面
的
な
要
素
も
内
面
的
な
要
素
も
そ
の
ま
ま
併
存
さ
せ
て
お
く
の
で
は
な
く
、
揺
ら
ぎ
を
は
ら
み
な
が
ら
も

≒

○
選
択
肢
2

の
要
素
…
自
己
の
外
面
的
な
要
素
と
内
面
的
な
要
素
と
の
隔
た
り
に
悩
み
な
が
ら
も

○
本
文
の
記
述
…
一
貫
し
た
文
脈
へ
と
そ
れ
ら
を
シ
ュ
ウ
ソ
ク
︵
収
束
︶
さ
せ
て
い
こ
う
と
す
る

≒

○
選
択
肢
2

の
要
素
…
矛
盾
の
な
い
人
格
の
イ
メ
ー
ジ
を
追
求
し
て
い
た

以
下
、
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
か
っ
た
り
、
誤
っ
た
内
容
を
含
ん
だ
り
し
て
い
る
箇
所
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

1

は
、
﹁
臨
機
応
変
に
複
数
の
人
格
の
イ
メ
ー
ジ
を
使
い
分
け
よ
う
と
し
て
い
た
﹂
が
×
。
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
、
つ
ま
り
人
格
は
一
貫
し
た
も
の
へ
と
収
束
さ
れ
て
い
く
も

の
だ
っ
た
。

3

は
、
﹁
社
会
的
に
自
立
し
た
人
格
の
イ
メ
ー
ジ
を
手
に
入
れ
よ
う
と
し
て
い
た
﹂
が
×
。
﹁
社
会
的
﹂
﹁
自
立
﹂
と
い
う
内
容
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

4

は
、
﹁
自
己
の
外
面
的
な
要
素
と
内
面
的
な
要
素
﹂
を
﹁
重
ね
あ
わ
せ
﹂
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
×
。
﹁
重
ね
あ
わ
せ
﹂
る
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
﹁
隔
た
り
に
悩
﹂
む
も

の
だ
。
ま
た
、
﹁
生
ま
れ
も
っ
た
人
格
の
イ
メ
ー
ジ
を
守
ろ
う
と
し
て
い
た
﹂
も
×
。
こ
こ
で
の
人
格
は
﹁
生
ま
れ
も
っ
た
﹂
も
の
で
は
な
く
、
次
第
に
形
成
さ
れ
て
い
く
も
の
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だ
。5

は
、
﹁
自
己
の
外
面
的
な
要
素
と
内
面
的
な
要
素
﹂
を
﹁
合
致
さ
せ
な
が
ら
﹂
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
×
。
4

と
同
様
、
﹁
合
致
さ
せ
﹂
る
の
で
は
な
く
、
二
つ
の
﹁
隔
た

り
に
悩
﹂
む
も
の
だ
。
ま
た
、
﹁
個
別
的
で
偽
り
の
な
い
人
格
の
イ
メ
ー
ジ
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
た
﹂
も
×
。
そ
う
し
た
内
容
は
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い
。

正
解

�

2

問
�

理
由
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｃ

﹁
生
身
の
キ
ャ
ラ
に
も
、
単
純
明
快
で
く
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
が
求
め
ら
れ
る
﹂
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
一
つ
選

べ
。

こ
の
設
問
も
、
傍
線
部
が
文
の
途
中
に
引
か
れ
て
い
る
こ
と
に
気
を
付
け
て
読
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
傍
線
部
Ｃ

の
直
後
に
﹁
そ
の
た
め
で
し
ょ
う
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
を
読
み

落
と
さ
な
い
こ
と
が
大
切
だ
。

●
傍
線
部
が
一
文
全
体
に
引
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
文
の
途
中
に
引
か
れ
て
い
る
場
合
も
、
傍
線
部
の
前
後
を
し
っ
か
り
と
読
ん
で
理
解
し
て
か
ら
解
く
。

Ｃ

生
身
の
キ
ャ
ラ
に
も
、
単
純
明
快
で
く
っ
き
り
と
し
た
輪
郭
が
求
め
ら
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
し
ょ
う
。

こ
こ
で
は
、
傍
線
部
の
直
後
に
﹁
そ
の
た
め
﹂
と
あ
る
の
で
、
理
由
説
明
が
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
の
問
に
お
い
て
は
、
指
示
語
の
指
し
示
す
箇
所
が
大
き
な
手
が
か
り
に
な
る

こ
と
を
つ
か
む
。
指
示
語
で
指
示
さ
れ
て
い
る
の
は
二
つ
の
段
落
︵
第
10
、
11
段
落
︶
の
内
容
な
の
で
、
ま
と
め
て
み
よ
う
。

�
ハ
ロ
ー
キ
テ
ィ
や
ミ
ッ
フ
ィ
ー
な
ど
の
最
小
限
の
線
で
描
か
れ
た
単
純
な
造
形
は
、
私
た
ち
に
強
い
印
象
を
与
え
、
ま
た
把
握
し
や
す
い
も
の
…
第
10
段
落

�
そ
う
し
た
特
徴
を
持
つ
ハ
ロ
ー
キ
テ
ィ
や
ミ
ッ
フ
ィ
ー
は
い
ま
や
特
定
の
文
化
を
離
れ
て
万
国
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
…
第
11
段
落

�
生
身
の
キ
ャ
ラ
も
同
様
で
、
人
格
の
多
面
性
を
削
ぎ
落
と
し
、
限
定
的
な
最
小
限
の
要
素
で
描
き
出
さ
れ
た
人
物
像
は
、
錯
綜
し
た
人
間
関
係
を
単
純
化
し
、
透
明
化
し
て
く

れ
る
…
第
10
段
落
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�
き
わ
め
て
単
純
化
さ
れ
た
人
物
像
は
、
ど
ん
な
に
場
面
が
変
化
し
よ
う
と
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
…
第
11
段
落

以
上
の
内
容
を
き
ち
ん
と
説
明
し
て
い
る
4

が
正
解
。
選
択
肢
が
長
い
の
で
、
本
文
と
照
合
す
る
の
に
手
間
取
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
問
�
ほ
ど
言
い
換
え
の
力
を
要
求
し

て
い
な
い
の
で
、
丁
寧
に
照
合
し
て
ほ
し
い
。

1

は
、
後
半
の
﹁
他
人
と
自
分
と
の
違
い
が
明
確
に
な
り
、
互
い
の
異
な
る
価
値
観
も
認
識
さ
れ
や
す
く
な
る
﹂
は
、
﹁
そ
の
た
め
﹂
が
指
し
示
し
て
い
る
内
容
を
全
く
含
ん

で
い
な
い
の
で
×
。

2

は
、
後
半
に
﹁
個
性
が
は
っ
き
り
し
て
際
だ
っ
て
い
る
ほ
う
が
、
他
人
と
交
際
す
る
と
き
に
自
分
の
性
格
や
行
動
パ
タ
ー
ン
を
把
握
さ
れ
や
す
く
な
る
﹂
と
あ
る
が
、
本

文
に
は
そ
う
し
た
個
性
と
そ
の
結
果
に
つ
い
て
全
く
書
か
れ
て
い
な
い
の
で
×
。

3

は
、
﹁
多
面
性
を
削
る
こ
と
で
個
性
を
堅
固
に
し
た
ほ
う
が
﹂
と
あ
る
が
、
多
面
性
を
削
る
こ
と
で
﹁
個
性
が
堅
固
に
な
る
﹂
の
で
は
な
く
、
﹁
単
純
化
さ
れ
る
﹂
と
す
べ

き
と
こ
ろ
だ
。
ま
た
、
そ
の
結
果
と
し
て
﹁
文
化
の
異
な
る
様
々
な
国
で
の
活
躍
が
評
価
さ
れ
る
﹂
わ
け
で
も
な
い
の
で
×
。
﹁
単
純
化
さ
れ
﹂
る
こ
と
で
﹁
ど
ん
な
に
場
面
が

変
化
し
よ
う
と
臨
機
応
変
に
対
応
す
る
こ
と
が
で
き
﹂
る
よ
う
に
な
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
﹁
い
ま
や
特
定
の
文
化
を
離
れ
て
万
国
で
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
﹂
の
で
あ
る
。

5

は
、
﹁
人
物
像
が
特
定
の
状
況
に
固
執
せ
ず
に
素
朴
で
あ
る
ほ
う
が
﹂
が
×
。
﹁
固
執
せ
ず
に
素
朴
で
あ
る
ほ
う
が
﹂
と
い
う
内
容
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

正
解

	

4

問
�

本
文
の
趣
旨
を
問
う
問
題

標
準

次
に
示
す
の
は
、
こ
の
文
章
を
読
ん
だ
五
人
の
生
徒
が
、
﹁
誠
実
さ
﹂
を
話
題
に
し
て
い
る
場
面
で
あ
る
。
傍
線
部
Ｄ

﹁
価
値
観
が
多
元
化
し
た
相
対
性
の
時
代
に
は
、
誠

実
さ
の
基
準
も
変
わ
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
す
。
﹂
と
い
う
本
文
の
趣
旨
に
最
も
近
い
発
言
を
一
つ
選
べ
。

こ
う
し
た
出
題
形
式
は
、
セ
ン
タ
ー
試
験
で
は
、
96
年
以
来
の
出
題
と
な
る
。
近
年
の
セ
ン
タ
ー
試
験
で
は
出
題
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、
戸
惑
っ
た
人
も
い
た
か
も
し
れ

な
い
が
、
要
す
る
に
本
文
の
趣
旨
を
把
握
し
、
そ
れ
に
最
も
近
い
発
言
を
し
て
い
る
生
徒
を
選
べ
ば
よ
い
。
そ
の
点
で
は
、
﹁
内
容
合
致
問
題
﹂
同
様
、
﹁
消
去
法
﹂
で
解
い
て
い

く
ほ
う
が
確
実
と
い
え
る
。

ま
ず
は
、
確
実
に
間
違
っ
て
い
る
発
言
か
ら
×
に
し
て
落
と
し
て
い
こ
う
。
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1

は
、
﹁
自
分
が
信
じ
る
正
し
さ
を
貫
き
通
さ
な
い
と
﹂
が
×
。
傍
線
部
Ｄ

に
も
あ
る
よ
う
に
、
﹁
価
値
観
が
多
元
化
し
た
相
対
性
の
時
代
﹂
に
お
い
て
は
、
﹁
自
分
が
信
じ
る

正
し
さ
を
貫
き
通
﹂
す
こ
と
よ
り
も
、
﹁
誠
実
さ
の
基
準
も
変
わ
っ
て
い
か
ざ
る
を
え
な
い
﹂
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

2

は
、
1

の
発
言
に
対
し
て
反
論
し
て
お
り
、
内
容
的
に
も
×
が
付
く
箇
所
が
な
い
の
で
、
と
り
あ
え
ず
キ
ー
プ
し
て
お
く
。

3

は
、
2

の
発
言
内
容
を
踏
ま
え
て
の
意
見
だ
が
、
﹁
ま
ず
は
自
分
に
対
し
て
誠
実
で
な
く
っ
ち
ゃ
﹂
が
×
。
傍
線
部
の
直
前
に
﹁
自
分
を
キ
ャ
ラ
化
し
て
呈
示
す
る
こ
と
は
、

他
者
に
対
し
て
誠
実
な
態
度
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
﹁
誠
実
さ
﹂
は
他
者
に
対
し
て
の
も
の
。

4

は
、
﹁
自
分
ら
し
さ
を
抑
え
て
、
キ
ャ
ラ
に
な
り
き
る
こ
と
の
ほ
う
が
重
要
﹂
と
発
言
し
て
い
る
点
が
×
。
傍
線
部
Ｄ

を
含
む
段
落
の
直
前
の
14
段
落
に
、
キ
ャ
ラ
は
﹁
あ

る
側
面
だ
け
を
切
り
取
っ
て
強
調
し
た
自
分
ら
し
さ
の
表
現
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
個
性
の
一
部
な
の
で
す
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
キ
ャ
ラ
化
す
る
こ
と
は
、
﹁
自
分
ら
し
さ
を

抑
え
﹂
る
こ
と
で
は
な
い
。

5

は
、
﹁
他
者
に
対
す
る
誠
実
さ
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
時
代
に
来
て
い
る
ん
だ
よ
﹂
が
×
。
筆
者
は
、
他
者
に
対
す
る
﹁
誠
実
さ
﹂
は
、
基
準
は
変
わ
れ
ど
か
つ
て
も

今
の
時
代
も
存
在
す
る
と
考
え
て
い
る
。
ま
た
、
﹁
相
対
性
﹂
の
捉
え
方
と
し
て
﹁
自
分
ら
し
さ
に
こ
だ
わ
る
の
も
、
こ
だ
わ
ら
な
い
の
も
自
由
﹂
と
発
言
し
て
い
る
点
も
×
。

こ
こ
で
の
﹁
相
対
性
の
時
代
﹂
と
い
う
の
は
、
絶
対
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
成
立
せ
ず
、
多
様
で
複
雑
な
人
間
関
係
の
破
綻
を
回
避
す
る
た
め
に
、
相
互
に
協
力
し
あ
っ
て

外
キ
ャ
ラ
を
演
じ
あ
っ
て
い
る
時
代
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

以
上
、
2

以
外
は
す
べ
て
×
が
付
い
て
落
ち
る
の
で
、
正
解
は
2

と
確
定
す
る
。

正
解




2

問
�

文
章
の
表
現
と
構
成
・
展
開
を
問
う
問
題

�
基
礎

	
標
準

こ
の
問
�
は
、
年
に
よ
っ
て
や
や
傾
向
が
変
化
す
る
問
題
だ
。
昨
年
は
﹁
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
二
つ
選
ぶ
問
題
﹂
で
、
一
昨
年
は
今
年
と
同
様

﹁
文
章
の
表
現
と
構
成
・
展
開
を
問
う
問
題
﹂
で
、
�
と
�
の
二
つ
に
分
か
れ
て
い
る
点
も
同
様
の
形
式
だ
。
た
だ
し
、
一
昨
年
が
﹁
適
当
な
も
の
を
選
ぶ
問
題
﹂
で
あ
っ
た
の

に
対
し
、
今
年
は
﹁
適
当
で
な
い
も
の
を
選
ぶ
問
題
﹂
で
あ
る
点
が
異
な
っ
て
い
る
。
来
年
以
降
、
ど
う
い
う
形
式
や
内
容
に
な
る
か
は
不
明
だ
が
、
受
験
生
と
し
て
は
ど
ん
な

設
問
に
も
対
応
で
き
る
実
力
を
付
け
て
お
い
て
ほ
し
い
。

�

こ
の
文
章
の
第


～
�
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
。

こ
の
問
�
の
﹁
内
容
合
致
﹂
や
﹁
構
成
・
展
開
﹂
に
対
す
る
解
法
と
し
て
は
、
基
本
的
に
﹁
消
去
法
﹂
で
解
く
。
選
択
肢
を
客
観
的
に
把
握
す
る
た
め
に
、
要
素
に
分
け
、
そ
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れ
を
本
文
の
内
容
、
構
成
や
表
現
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
△
に
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
。

た
だ
し
、
今
回
の
問
題
で
は
﹁
適
当
で
な
い
も
の
を
選
ぶ
﹂
の
で
、
消
去
法
ス
タ
イ
ル
で
×
が
付
い
た
選
択
肢
が
正
解
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

1

の
、
第


段
落
の
第
�
文
の
﹁
生
活
ス
タ
イ
ル
を
演
じ
て
く
れ
る
﹂
の
﹁
︵
～
て
︶
く
れ
る
﹂
は
補
助
動
詞
で
、
動
詞
の
連
用
形
に
接
続
助
詞
﹁
て
﹂
を
添
え
た
形
に
付
く
。

こ
の
場
合
、
人
が
自
分
の
側
に
対
し
て
何
か
を
す
る
こ
と
を
表
し
て
お
り
、
対
等
の
間
柄
か
、
ま
た
は
目
下
の
関
係
に
あ
る
人
に
対
し
て
用
い
る
。
目
上
の
人
に
対
し
て
尊
敬
の

意
を
表
す
場
合
は
﹁
く
だ
さ
る
﹂
を
用
い
る
の
が
普
通
だ
。
1

で
は
、
﹁
︵
～
て
︶
く
れ
る
﹂
と
表
現
す
る
こ
と
で
、
﹁
演
じ
る
側
か
ら
行
為
を
受
け
る
側
に
向
か
う
敬
意
を
示
し

て
い
る
﹂
と
あ
る
が
、
﹁
︵
～
て
︶
く
れ
る
﹂
は
敬
意
表
現
で
は
な
く
、
間
違
っ
て
い
る
の
で
×
。
こ
の
時
点
で
正
解
は
1

と
決
ま
る
。

以
下
、
正
し
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
確
認
し
て
い
こ
う
。

2

と
3

の
説
明
は
特
に
問
題
な
く
、
正
し
い
。

4

は
、
少
し
迷
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
﹁
揺
ら
ぎ
を
は
ら
み
な
が
ら
も
﹂
と
い
う
表
現
に
お
け
る
﹁
は
ら
む
﹂
と
い
う
言
葉
は
、
﹁
妊
娠
す
る
﹂
と
い
う
意
味
以
外
に
、
﹁
そ
の

中
に
含
み
持
つ
﹂
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
そ
の
用
法
だ
。
4

で
は
そ
れ
を
、
﹁
外
側
か
ら
見
え
に
く
い
が
確
か
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
﹂
と

説
明
し
て
お
り
、
正
し
い
。

正
解

10

1

�

こ
の
文
章
の
第
�
段
落
以
降
の
構
成
・
展
開
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
一
つ
選
べ
。

�
同
様
に
﹁
消
去
法
﹂
で
解
い
て
い
こ
う
。
×
が
付
い
た
選
択
肢
が
正
解
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

1

は
、
﹁
で
は
﹂
で
始
ま
る
第
�
段
落
の
位
置
づ
け
の
説
明
。
第
�
段
落
の
最
初
の
一
文
の
文
末
を
見
る
と
、
﹁
で
し
ょ
う
か
﹂
と
新
た
な
問
い
を
提
示
し
て
お
り
、
続
け
て

そ
の
問
い
か
け
に
対
す
る
論
点
を
二
つ
挙
げ
て
説
明
し
て
い
る
の
で
、
1

の
説
明
は
正
し
い
。

2

は
、
﹁
第
10
、
11
段
落
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
だ
が
、
第
10
段
落
で
具
体
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
挙
げ
て
い
る
点
や
、
第
11
段
落
で
、
そ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
考
察
を
別
の
観

点
か
ら
し
て
い
る
点
を
確
認
し
、
正
し
い
と
判
断
で
き
る
。

3

は
、
﹁
第
12
段
落
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
だ
が
、
前
半
の
説
明
は
正
し
い
が
、
後
半
の
﹁
そ
れ
ま
で
と
は
や
や
異
質
な
問
題
を
提
示
し
、
論
述
方
針
の
変
更
を
図
っ
て
い
る
﹂

が
間
違
っ
て
い
る
の
で
×
。
﹁
第
10
、
11
段
落
﹂
で
挙
げ
ら
れ
た
具
体
的
な
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
通
じ
て
の
考
察
に
加
え
て
、
つ
い
に
百
貨
店
や
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
・
ス
ト
ア
の
店
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員
た
ち
も
﹁
外
キ
ャ
ラ
﹂
を
一
面
的
に
演
じ
て
く
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
が
﹁
第
12
段
落
﹂
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、
﹁
第
10
、
11
段
落
﹂
と
﹁
第
12
段

落
﹂
の
間
に
は
、
﹁
異
質
な
問
題
﹂
は
な
く
、
﹁
論
述
方
針
の
変
更
を
図
っ
て
い
る
﹂
と
も
い
え
な
い
。
こ
の
時
点
で
正
解
は
3

と
決
ま
る
。

4

は
、
﹁
第
13
、
14
段
落
﹂
の
内
容
を
確
認
す
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
正
し
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
。

正
解

11

3
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第
�
問

小
説

佐
多
稲
子
﹁
三
等
車
﹂

﹇
総

括
﹈

昨
年
は
現
代
作
家
で
あ
る
小
池
昌
代
の
﹁
石
を
愛
で
る
人
﹂
が
出
典
で
あ
っ
た
が
、
今
年
は
一
九
五
〇
年
代
に
書
か
れ
た
佐
多
稲
子
の
﹁
三
等
車
﹂
の
全
文
が
出
題
さ
れ
た
。
私
小

説
と
も
い
え
る
内
容
で
、
や
や
古
い
作
品
だ
が
、
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
は
ず
だ
。
二
年
ぶ
り
に

全
文
で
の
出
題
で
、
分
量
・
出
題
形
式
は
昨
年
同
様
。
た
だ
し
、
会
話
が
多
い
た
め
、
昨
年
よ
り
も
ペ
ー
ジ
数
が
	
ペ
ー
ジ
ほ
ど
増
加
し
て
い
る
。

設
問
別
で
は
、
問
�
の
語
彙
の
問
題
は
例
年
よ
り
易
し
い
。
問
�
や
問
�
で
本
文
の
広
い
部
分
か
ら
解
釈
す
る
必
要
が
あ
る
な
ど
、
や
や
解
答
に
手
間
取
る
も
の
も
あ
る
が
、
総
じ

て
例
年
ど
お
り
の
傾
向
で
あ
っ
た
。
問
�
は
第
�
問
の
﹁
評
論
﹂
同
様
、
﹁
適
当
で
な
い
も
の
﹂
を
選
ぶ
問
題
が
出
題
さ
れ
た
。

﹇
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
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
的
な
意
味
を
優
先
し
て
解
く
﹂
と
い
う
の
は
例
年
ど
お
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
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
で
る
問
題
が
出
題
さ
れ
て
い
る
。

�
の
﹁
目
く
ば
せ
し
た
﹂
は
、
﹁
目
を
動
か
し
て
、
意
思
を
伝
え
た
り
合
図
を
し
た
り
す
る
こ
と
﹂
で
、
5

﹁
目
つ
き
で
合
図
し
た
﹂
が
正
解
。

�
の
﹁
無
造
作
に
﹂
は
、
﹁
大
事
な
こ
と
と
し
て
慎
重
に
す
る
の
で
な
く
、
手
軽
に
や
っ
て
の
け
る
様
子
﹂
の
意
で
、
こ
こ
で
は
3

﹁
慎
重
に
や
ら
ず
投
げ
や
り
に
﹂
が
正
解
。

�
の
﹁
見み

栄え

も
な
く
﹂
の
﹁
見
栄
﹂
は
、
﹁
人
の
目
を
気
に
し
て
，
う
わ
べ
・
外
見
を
実
際
よ
り
よ
く
見
せ
よ
う
と
す
る
態
度
﹂
の
意
味
で
、
簡
単
に
言
う
と
﹁
体
裁
﹂
の
こ

と
。
そ
の
﹁
見
栄
﹂
が
﹁
な
い
﹂
こ
と
な
の
で
、
2

﹁
自
分
を
飾
っ
て
見
せ
よ
う
と
も
せ
ず
﹂
が
正
解
。

正
解

�

12

5

�

13

3

�

14

2
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問
�

心
情
説
明
問
題

基
礎

本
文


行
目
か
ら
30
行
目
ま
で
で
、
闇
で
買
っ
た
座
席
に
着
く
ま
で
の
私
の
様
子
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
そ
の
と
き
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

﹁
本
文


行
目
か
ら
30
行
目
ま
で
﹂
の
よ
う
に
、
あ
る
程
度
幅
の
あ
る
部
分
の
読
解
を
前
提
と
し
た
問
題
は
、
セ
ン
タ
ー
現
代
文
で
よ
く
出
題
さ
れ
る
も
の
だ
。
こ
こ
で
は
、

前
書
き
の
内
容
も
含
め
て
、
本
文


行
目
か
ら
30
行
目
ま
で
の
登
場
人
物
の
置
か
れ
て
い
る
情
景
と
心
情
を
正
確
に
追
っ
て
い
こ
う
。
そ
の
う
え
で
、
選
択
肢
に
書
か
れ
た
内
容

を
本
文
と
対
照
し
な
が
ら
﹁
消
去
法
﹂
で
落
と
し
て
正
解
に
た
ど
り
着
く
の
が
コ
ツ
だ
。

1

は
、
﹁
闇
で
座
席
を
買
っ
た
こ
と
を
う
し
ろ
め
た
く
思
い
な
が
ら
﹂
が
18
行
目
の
﹁
私
は
周
囲
に
対
し
て
少
し
照
れ
な
が
ら
﹂
と
あ
る
と
こ
ろ
と
対
応
し
て
い
る
。
﹁
そ
の

座
席
が
他
の
乗
客
と
同
じ
金
額
で
あ
っ
た
こ
と
﹂
﹁
混
雑
し
た
車
中
で
座
っ
て
い
ら
れ
る
こ
と
に
安
S
し
て
い
る
﹂
も
18
行
目
以
降
、
特
に
23
行
目
か
ら
の
婦
人
と
の
会
話
で
語

ら
れ
て
い
る
内
容
と
合
致
し
て
い
る
。
18
行
目
の
﹁
ほ
っ
と
し
た
﹂
と
い
う
感
想
は
満
員
電
車
の
中
で
坐
席
に
座
れ
た
こ
と
に
対
し
て
の
も
の
で
あ
り
、
28
行
目
の
﹁
安
心
し

た
﹂
は
五
十
年
配
の
婦
人
も
自
分
と
同
じ
金
額
で
坐
席
を
買
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
こ
と
に
よ
る
安
心
だ
。
と
り
あ
え
ず
1

は
残
し
て
キ
ー
プ
し
て
お
こ
う
。

2

は
、
﹁
見
知
ら
ぬ
男
に
声
を
か
け
ら
れ
て
た
め
ら
い
な
が
ら
﹂
が
×
。
12
行
目
に
﹁
坐
席
を
闇
で
買
う
の
は
初
め
て
だ
っ
た
。
が
話
は
聞
い
て
い
た
の
で
、
私
は
そ
の
男
と

の
応
対
も
心
得
た
ふ
う
に
言
っ
て
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
見
知
ら
ぬ
男
と
の
会
話
は
﹁
た
め
ら
い
な
が
ら
﹂
交
わ
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
﹁
前
に
座
っ
て
い
る
の
が
年

配
の
女
性
で
あ
る
こ
と
に
安
心
し
て
い
る
﹂
も
お
か
し
い
。
﹁
年
配
の
女
性
﹂
で
あ
る
こ
と
よ
り
も
、
1

の
よ
う
に
﹁
そ
の
座
席
が
他
の
乗
客
と
同
じ
金
額
で
あ
っ
た
こ
と
﹂

﹁
混
雑
し
た
車
中
で
座
っ
て
い
ら
れ
る
こ
と
に
安
S
し
て
い
る
﹂
と
考
え
ら
れ
る
。

3

は
、
﹁
闇
で
座
席
を
買
わ
さ
れ
た
こ
と
を
耐
え
が
た
く
思
い
﹂
が
×
。
﹁
私
は
周
囲
に
対
し
て
少
し
照
れ
な
が
ら
﹂
程
度
で
あ
っ
て
、
﹁
耐
え
が
た
く
﹂
は
言
い
過
ぎ
。

4

は
、
﹁
闇
で
座
席
を
買
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
罪
の
意
識
を
感
じ
﹂
が
3

同
様
言
い
過
ぎ
で
×
。

5

は
、
﹁
闇
で
座
席
を
買
っ
た
こ
と
を
恥
ず
か
し
く
思
い
な
が
ら
も
﹂
は
問
題
な
い
が
、
﹁
次
の
仕
事
の
準
備
が
で
き
る
こ
と
に
ほ
っ
と
し
て
い
る
﹂
が
ズ
レ
て
い
て
×
。
こ

こ
で
﹁
ほ
っ
と
し
た
﹂
理
由
は
、
1

で
み
た
よ
う
に
、
﹁
そ
の
座
席
が
他
の
乗
客
と
同
じ
金
額
で
あ
っ
た
こ
と
﹂
﹁
混
雑
し
た
車
中
で
座
っ
て
い
ら
れ
る
こ
と
に
安
S
し
て
い
る
﹂

と
考
え
る
の
が
適
当
だ
。

以
上
、
キ
ー
プ
し
て
お
い
た
1

以
外
の
選
択
肢
は
す
べ
て
×
が
付
い
て
落
ち
る
の
で
、
正
解
は
1

。

正
解

15

1
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問
�

心
情
説
明
問
題

基
礎

傍
線
部
Ａ

﹁
何
か
私
の
方
が
残
念
な
気
が
し
て
言
い
出
す
。
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
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
。

こ
こ
で
﹁
私
﹂
が
﹁
残
念
﹂
に
思
っ
た
の
は
、
夫
の
ほ
う
は
夫
婦
喧
嘩
し
た
あ
と
、
た
か
ぶ
っ
た
気
持
ち
を
静
め
、
思
い
直
し
て
ホ
ー
ム
で
息
子
の
こ
と
を
最
後
ま
で
見
送
っ

て
い
た
の
に
対
し
て
、
母
親
の
方
は
そ
れ
を
知
ら
ず
、
夫
は
自
分
た
ち
を
放
っ
た
ま
ま
帰
っ
た
の
だ
と
思
い
込
み
、
夫
婦
喧
嘩
し
た
ま
ま
の
心
理
状
態
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。

﹁
私
﹂
は
そ
う
し
た
誤
解
し
た
ま
ま
の
母
親
に
対
し
て
﹁
残
念
﹂
に
思
い
、
な
ん
と
か
夫
の
優
し
い
様
子
を
伝
え
た
い
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。

傍
線
部
の
直
前
を
読
む
と
、
﹁
彼
女
は
、
言
い
合
い
の
ま
ま
車
を
出
て
い
っ
た
夫
が
、
や
っ
ぱ
り
発
車
ま
で
ホ
ー
ム
に
残
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
知
ら
ず
に
い
る
の
だ
﹂
と

あ
り
、
そ
こ
で
﹁
残
念
﹂
に
思
っ
た
﹁
私
﹂
が
傍
線
部
の
直
後
で
母
親
に
対
し
て
﹁
汽
車
が
出
る
と
き
、
子
ど
も
さ
ん
は
お
父
さ
ん
と
握
手
し
ま
し
た
よ
﹂
と
声
を
か
け
て
い
る
。

傍
線
部
の
前
後
か
ら
、
何
が
原
因
な
の
か
と
、
﹁
私
﹂
が
ど
う
し
た
い
の
か
を
的
確
に
つ
か
も
う
。

ま
た
、
こ
こ
で
お
せ
っ
か
い
に
も
﹁
私
﹂
が
母
親
に
声
を
か
け
た
理
由
と
し
て
は
、
﹁
私
﹂
が
こ
の
若
い
夫
婦
と
子
ど
も
た
ち
の
や
り
と
り
や
一
連
の
様
子
を
近
く
で
見
て
い

た
り
、
男
の
子
を
預
か
っ
た
り
し
て
い
る
う
ち
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
感
情
移
入
し
、
同
情
心
が
湧
い
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
を
過
不
足
な
く
説
明
し
て
い
る
選
択
肢
は
4

で
、
こ
れ
が
正
解
。

1

は
、
﹁
座
席
を
買
え
ず
に
子
ど
も
や
荷
物
を
抱
え
て
汽
車
に
乗
る
母
親
の
苦
労
が
思
い
や
ら
れ
た
﹂
は
よ
い
と
し
て
、
﹁
父
親
の
示
し
た
優
し
さ
を
彼
女
に
伝
え
て
二
人
を

和
解
さ
せ
た
い
と
思
っ
た
﹂
が
言
い
過
ぎ
。
二
人
を
﹁
和
解
﹂
さ
せ
る
と
こ
ろ
ま
で
踏
み
込
ん
だ
発
言
を
し
て
い
な
い
し
、
﹁
私
﹂
が
そ
こ
ま
で
思
っ
て
い
る
と
い
う
根
拠
は
本

文
に
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

2

は
、
﹁
父
親
と
男
の
子
が
別
れ
を
惜
し
む
場
面
に
共
感
し
て
し
ま
い
﹂
が
×
。
﹁
私
﹂
は
子
連
れ
夫
婦
た
ち
の
一
連
の
や
り
と
り
を
見
て
い
た
り
、
男
の
子
を
預
か
っ
た
り

し
て
い
る
う
ち
に
そ
の
家
族
全
体
に
共
感
を
持
ち
、
同
情
心
が
湧
い
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
﹁
父
親
と
男
の
子
﹂
の
姿
だ
け
に
共
感
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
た
、
汽
車
を
見
送

る
時
に
最
後
に
夫
が
示
し
た
父
親
ら
し
い
優
し
さ
を
妻
に
も
わ
か
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
﹁
私
﹂
の
気
持
ち
に
関
し
て
も
、
﹁
単
身
で
東
京
に
残
る
夫
の
こ
と
を
思
い
や
っ
て
ほ
し

い
と
訴
え
た
く
な
っ
た
﹂
と
い
う
説
明
で
は
ズ
レ
て
い
る
の
で
×
。

3

は
、
﹁
自
分
が
座
っ
て
い
ら
れ
る
立
場
に
あ
る
以
上
～
夫
婦
の
い
ざ
こ
ざ
を
放
っ
て
お
い
て
は
い
け
な
い
﹂
と
考
え
た
か
ど
う
か
は
本
文
に
根
拠
が
な
い
の
で
×
。
本
文
に

確
実
な
根
拠
が
な
く
、
よ
く
読
む
と
実
は
書
か
れ
て
い
な
い
内
容
を
、
想
像
力
で
勝
手
に
作
り
あ
げ
た
選
択
肢
を
選
ば
な
い
よ
う
気
を
付
け
た
い
。

4

は
、
先
ほ
ど
の
説
明
ど
お
り
の
内
容
で
問
題
な
く
こ
れ
が
正
解
。
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5

は
、
﹁
周
囲
の
物
珍
し
さ
で
寂
し
さ
を
紛
ら
わ
そ
う
と
す
る
男
の
子
の
心
情
を
理
解
し
て
ほ
し
く
な
っ
た
﹂
と
、
男
の
子
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
い
る
点
が
×
。

正
解

16

4

問
�

心
情
説
明
問
題

標
準

傍
線
部
Ｂ

﹁
彼
女
は
二
人
の
子
ど
も
を
連
れ
、
明
日
ま
で
の
汽
車
の
中
に
よ
う
や
く
腰
を
お
ろ
し
た
ふ
う
だ
。
﹂
と
あ
る
が
、
私
の
推
察
し
て
い
る
彼
女
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
。

問
�
の
傍
線
部
Ａ

以
降
、
﹁
私
﹂
と
子
連
れ
の
若
い
母
親
と
の
会
話
が
続
く
。
途
中
、
会
社
員
の
男
や
中
年
の
婦
人
、
子
ど
も
た
ち
の
様
子
も
少
し
描
写
さ
れ
る
が
、
基
本
的

に
二
人
の
会
話
が
主
体
だ
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
二
人
の
会
話
の
流
れ
を
つ
か
み
、
選
択
肢
と
照
合
し
て
い
く
こ
と
で
正
解
に
至
る
こ
と
に
な
る
。
長
い
選
択
肢
な
の
で
、

要
素
に
分
け
て
○
△
×
を
し
て
い
く
﹁
消
去
法
﹂
で
解
い
て
い
こ
う
。

1

は
、
﹁
子
育
て
に
理
解
を
示
さ
な
い
夫
の
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
言
い
方
に
い
ら
だ
ち
を
募
ら
せ
て
い
た
﹂
が
×
。
母
親
の
い
ら
だ
ち
の
理
由
を
﹁
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
な
言
い
方
﹂

と
限
定
す
る
の
で
は
な
く
、
94
行
目
や
106
行
目
に
あ
る
よ
う
に
、
﹁
も
う
少
し
気
を
利
か
し
て
く
れ
る
と
い
い
﹂
﹁
男
っ
て
、
勝
手
で
す
ね
え
。
封
建
的
で
す
わ
﹂
と
、
男
性
の
考

え
方
や
行
動
全
般
に
対
す
る
不
満
と
解
釈
す
べ
き
だ
。

2

は
、
肝
心
の
夫
に
対
す
る
不
満
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
の
で
×
。
問
�
の
傍
線
部
Ａ

以
降
、
二
人
の
会
話
の
話
題
の
中
心
は
、
夫
と
妻
と
の
関
係
や
夫
婦
を
と
り
ま
く

環
境
に
関
し
て
の
も
の
だ
。

3

は
、
﹁
夫
の
無
理
解
に
対
す
る
不
満
を
口
に
し
て
し
ま
っ
た
﹂
が
、
1

で
挙
げ
た
箇
所
に
該
当
す
る
。
次
の
要
素
で
あ
る
﹁
そ
の
思
い
を
周
囲
の
乗
客
が
同
調
す
る
よ
う
に

聞
い
て
く
れ
た
﹂
と
い
う
の
も
、
﹁
私
﹂
や
会
社
員
の
男
の
様
子
︵
107
行
目
︶
、
中
年
の
婦
人
の
様
子
︵
110
行
目
︶
な
ど
の
描
写
か
ら
正
し
い
説
明
と
い
え
る
。
そ
し
て
、
母
親
の

態
度
が
、
﹁
い
ら
だ
ち
が
多
少
和
ら
い
だ
。
今
は
、
二
人
の
小
さ
な
子
ど
も
を
抱
え
て
長
い
距
離
を
移
動
す
る
気
苦
労
を
受
け
入
れ
る
く
ら
い
に
、
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
て
い

る
﹂
と
い
う
説
明
も
傍
線
部
Ｂ

の
言
い
換
え
と
し
て
的
確
で
、
問
題
な
い
。
こ
の
選
択
肢
を
キ
ー
プ
し
て
お
く
。

4

は
、
前
半
の
﹁
出
発
前
の
～
な
ん
と
か
車
内
へ
戻
る
こ
と
が
で
き
た
﹂
は
本
文
の
内
容
に
沿
っ
て
い
て
事
実
と
し
て
は
正
し
い
と
い
え
る
が
、
そ
こ
か
ら
﹁
乗
り
込
む
の

さ
え
困
難
な
三
等
車
に
乗
り
遅
れ
る
こ
と
も
な
く
母
子
三
人
で
故
郷
に
帰
れ
る
こ
と
に
ほ
っ
と
し
て
い
る
﹂
と
い
う
結
果
に
結
び
つ
け
た
だ
け
で
は
、
傍
線
部
Ｂ

の
説
明
に
な
っ

て
い
な
い
。
夫
や
周
囲
の
人
々
と
の
関
係
性
に
一
切
触
れ
て
い
な
い
の
で
全
体
×
と
い
え
る
。
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5

は
、
前
半
の
説
明
は
4

同
様
、
事
実
と
し
て
は
正
し
い
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
問
い
に
対
す
る
解
答
に
な
っ
て
い
な
い
。
次
に
、
﹁
赤
ん
坊
に
ミ
ル
ク
を
飲
ま
せ
、
じ
っ
と
し

て
い
ら
れ
な
い
男
の
子
も
眠
り
始
め
た
﹂
以
降
に
母
親
の
不
満
話
が
始
ま
っ
た
の
で
は
な
く
、
94
行
目
以
降
す
で
に
そ
う
し
た
話
を
始
め
て
い
る
の
で
、
﹁
今
は
、
鹿
児
島
に
戻

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
や
夫
婦
間
の
不
満
を
ま
く
し
立
て
る
ほ
ど
、
周
囲
に
気
を
許
し
て
い
る
﹂
が
決
定
的
に
×
。
時
系
列
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
ま
た
、
116
行
目

に
﹁
ぼ
そ
ぼ
そ
と
話
す
﹂
と
あ
る
よ
う
に
、
﹁
ま
く
し
立
て
る
﹂
と
い
う
よ
り
も
﹁
ぼ
そ
ぼ
そ
と
﹂
話
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
点
も
×
が
付
く
。

以
上
、
3

以
外
の
選
択
肢
は
す
べ
て
×
が
つ
い
て
落
ち
る
の
で
、
正
解
は
3

。

正
解

17

3

問
�

心
情
説
明
問
題

基
礎

傍
線
部
Ｃ

﹁
父
ち
ゃ
ん
来
い
、
父
ち
ゃ
ん
来
い
﹂
と
あ
る
が
、
こ
の
男
の
子
の
様
子
や
声
を
め
ぐ
っ
て
私
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
て
い
る
か
。
本
文
全
体
も
ふ
ま
え
た

説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
一
つ
選
べ
。

こ
れ
も
、
問
�
同
様
、
選
択
肢
が
長
く
、
た
く
さ
ん
の
要
素
で
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
、
消
去
法
で
解
い
て
い
こ
う
。

1

は
、
﹁
男
の
子
﹂
が
﹁
車
内
の
騒
が
し
さ
に
圧
倒
さ
れ
て
お
と
な
し
く
し
て
い
た
﹂
が
×
。
男
の
子
の
お
と
な
し
さ
に
つ
い
て
は
、
130
行
目
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

﹁
我
が
家
の
空
気
を
感
じ
取
っ
て
、
気
兼
ね
を
し
て
い
た
﹂
こ
と
が
理
由
だ
と
﹁
私
﹂
は
推
測
し
て
い
る
。

2

は
、
﹁
男
の
子
﹂
が
﹁
ま
だ
幼
い
﹂
の
で
、
﹁
両
親
や
周
囲
の
大
人
に
対
し
て
気
持
ち
を
う
ま
く
言
葉
に
で
き
な
い
で
い
る
﹂
と
い
う
点
を
ど
う
判
断
す
る
か
だ
が
、
こ
れ

は
問
い
に
も
あ
る
よ
う
に
文
章
全
体
を
ふ
ま
え
て
見
て
い
く
し
か
な
い
。
34
行
目
以
降
に
登
場
す
る
子
連
れ
夫
婦
の
様
子
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
男
の
子
は
母
親
と
の
会
話
で
不

安
げ
な
返
事
を
﹁
ウ
ン
﹂
と
一
言
す
る
ば
か
り
だ
っ
た
り
、
父
親
の
別
れ
の
言
葉
に
無
言
で
い
た
り
す
る
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
つ
ま
り
、
﹁
ま
だ
幼
い
﹂
の
で
、
自
分
の
気
持

ち
を
﹁
う
ま
く
言
葉
に
で
き
な
い
で
い
る
﹂
と
判
断
で
き
る
の
で
Ｏ
Ｋ
だ
。
後
半
の
、
﹁
窓
の
外
の
風
景
に
気
を
取
ら
れ
な
が
ら
発
し
た
弱
々
し
い
声
は
、
父
親
に
自
分
の
そ
ば

に
い
て
ほ
し
い
と
い
う
願
望
を
表
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
﹂
、
﹁
私
は
、
男
の
子
の
様
子
を
い
じ
ら
し
く
感
じ
て
、
こ
の
家
族
の
こ
と
を
気
が
か
り
に
思
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
説
明

は
、
特
に
問
題
な
い
。
こ
の
選
択
肢
を
キ
ー
プ
し
て
お
く
。

3

は
、
﹁
男
の
子
﹂
が
、
﹁
父
親
の
怒
り
っ
ぽ
い
性
格
の
た
め
に
家
族
が
し
ば
し
ば
険
悪
な
雰
囲
気
に
な
る
こ
と
を
感
じ
﹂
と
い
う
説
明
の
根
拠
が
本
文
に
書
か
れ
て
い
な
い

の
で
×
。
し
か
も
、
﹁
車
外
の
風
景
で
そ
の
悲
し
み
を
慰
め
て
い
る
﹂
も
間
違
っ
て
い
る
。
最
後
の
﹁
私
は
、
男
の
子
の
様
子
や
声
を
通
じ
て
、
こ
の
家
族
の
悲
哀
を
感
じ
て
い
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る
﹂
と
い
う
の
も
言
い
過
ぎ
で
×
。

4

は
、
前
半
は
ま
だ
よ
い
と
し
て
、
後
半
の
﹁
家
族
に
対
す
る
父
親
の
態
度
が
改
ま
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
﹂
が
本
文
か
ら
は
読
み
取
れ
ず
×
。
父
親
の
態
度
と
し
て
は
、

最
後
に
ホ
ー
ム
で
見
送
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
優
し
さ
を
示
し
て
お
り
、
そ
れ
を
﹁
私
﹂
が
母
親
に
伝
え
よ
う
と
さ
え
し
た
く
ら
い
な
の
で
、
今
さ
ら
﹁
私
﹂
が
﹁
家
族
に
対
す
る

父
親
の
態
度
が
改
ま
る
こ
と
を
願
っ
て
い
る
﹂
と
考
え
る
の
は
お
か
し
い
。

5

は
、
﹁
男
の
子
は
父
親
の
こ
と
だ
け
は
信
頼
し
て
い
る
よ
う
だ
﹂
と
す
る
根
拠
が
本
文
に
な
い
。
本
文
で
は
、
母
親
の
差
し
出
す
お
む
す
び
を
笑
っ
て
受
け
取
っ
て
食
べ
る

な
ど
、
男
の
子
が
問
題
な
く
母
親
に
な
つ
い
て
い
る
様
子
が
読
み
取
れ
る
。
そ
し
て
、
﹁
男
の
子
の
つ
ぶ
や
き
は
、
そ
う
し
た
父
親
と
男
の
子
と
の
絆
を
表
し
て
い
る
か
の
よ
う

だ
﹂
も
根
拠
が
な
く
×
。
﹁
私
﹂
が
﹁
父
親
が
家
族
に
愛
情
を
注
ぐ
こ
と
を
祈
っ
て
い
る
﹂
と
い
う
結
論
も
父
親
だ
け
に
焦
点
を
絞
っ
た
間
違
っ
た
説
明
だ
。

以
上
、
2

以
外
の
選
択
肢
は
す
べ
て
×
が
付
い
て
落
ち
る
の
で
、
正
解
は
2

。

正
解

18

2

問
�

表
現
の
特
徴
・
叙
述
の
説
明
問
題

基
礎
～
標
準

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
︶

昨
年
は
﹁
適
当
な
も
の
﹂
を
﹁
二
つ
﹂
選
ぶ
問
題
だ
っ
た
が
、
今
年
は
﹁
適
当
で
な
い
も
の
﹂
を
二
つ
選
ぶ
点
で
注
意
が
必
要
だ
。
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
。

●
﹁
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
。

一
つ
ず
つ
選
択
肢
を
見
て
い
こ
う
。

1

は
、
三
等
車
内
の
﹁
一
体
感
﹂
に
つ
い
て
の
説
明
だ
が
、
20
行
目
で
の
﹁
一
体
感
﹂
が
135
行
目
で
は
﹁
一
体
感
が
徐
々
に
壊
れ
始
め
て
い
る
﹂
と
判
断
す
る
の
は
間
違
い

だ
。
20
行
目
で
は
、
汽
車
内
の
混
雑
し
た
様
子
を
表
し
て
お
り
、
135
行
目
で
は
、
乗
客
が
疲
れ
か
ら
寝
た
り
話
を
し
な
く
な
っ
た
り
し
た
様
子
を
表
し
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
﹁
一
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体
感
﹂
の
有
無
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
×
。
こ
れ
が
一
つ
目
の
正
解
だ
。

2

は
、
37
、
73
、
89
行
目
に
描
か
れ
た
身
な
り
や
持
ち
物
の
様
子
が
、
﹁
こ
の
家
族
の
生
活
の
状
態
や
そ
の
暮
ら
し
ぶ
り
が
私
と
は
異
な
る
こ
と
を
読
者
に
推
測
さ
せ
る
効
果

を
持
っ
て
い
る
﹂
か
ど
う
か
だ
が
、
こ
れ
は
判
断
が
難
し
い
。
単
な
る
写
実
的
な
描
写
を
し
た
に
過
ぎ
な
い
可
能
性
も
あ
る
の
で
△
で
通
過
し
て
お
こ
う
。

3

は
、
た
し
か
に
﹁
赤
ん
坊
の
泣
く
様
子
が
詳
細
に
描
か
れ
て
い
る
﹂
こ
と
に
よ
っ
て
﹁
出
発
前
の
慌
た
だ
し
く
落
ち
着
か
な
い
様
子
や
夫
婦
の
険
悪
な
雰
囲
気
が
、
よ
り

強
調
さ
れ
て
い
る
﹂
と
判
断
で
き
る
。
読
者
に
、
汽
車
の
中
の
様
子
と
、
夫
婦
が
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
を
印
象
付
け
る
描
写
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。

4

は
、
99
行
目
か
ら
115
行
目
に
か
け
て
の
母
親
の
セ
リ
フ
は
、
﹁
昨
年
か
ら
の
東
京
暮
ら
し
に
対
す
る
我
慢
で
き
な
い
い
ら
だ
ち
が
語
ら
れ
て
い
る
﹂
と
い
う
点
は
正
し
い
。

﹁
短
い
セ
リ
フ
と
長
い
セ
リ
フ
を
交
互
に
配
し
た
り
、
読
点
を
多
用
し
た
り
す
る
﹂
と
い
う
説
明
も
問
題
な
い
。
し
か
し
、
最
後
の
﹁
母
親
が
話
を
す
る
に
つ
れ
次
第
に
気
持
ち

を
高
ぶ
ら
せ
て
い
く
様
子
﹂
と
い
う
説
明
が
お
か
し
い
。
問
�
で
見
た
よ
う
に
、
99
行
目
か
ら
115
行
目
に
か
け
て
は
、
問
�
の
傍
線
部
Ｂ

の
説
明
で
見
た
よ
う
に
、
母
親
は
次
第

に
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
て
い
く
箇
所
で
あ
り
、
﹁
母
親
が
話
を
す
る
に
つ
れ
次
第
に
気
持
ち
を
高
ぶ
ら
せ
て
い
く
﹂
の
と
は
逆
の
心
情
的
な
流
れ
で
あ
る
こ
と
に
気
が
付
い
て

ほ
し
い
。
こ
の
点
が
決
定
的
に
間
違
っ
て
い
る
の
で
×
だ
。
△
で
通
過
し
て
お
い
た
2

は
正
解
で
な
い
と
判
断
し
、
4

が
二
つ
目
の
正
解
と
な
る
。

●
﹁
表
現
の
特
徴
﹂
や
﹁
叙
述
の
説
明
﹂
の
よ
う
に
、
全
体
に
関
係
す
る
問
題
を
解
く
場
合
は
、
他
の
問
い
も
必
ず
参
照
す
る
。
問
い
と
問
い
と
が
連
動
し
て
い
る
可
能
性
が
あ

る
の
で
、
全
体
を
有
機
的
に
つ
な
げ
て
見
直
そ
う
。

5

は
、
全
体
的
に
問
題
の
な
い
説
明
に
な
っ
て
い
る
。
119
行
目
か
ら
の
段
落
で
は
、
﹁
家
族
を
思
う
父
親
の
心
情
や
状
況
に
私
が
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
る
様
子
が
、
効
果
的
に
表

さ
れ
て
い
る
﹂
と
い
え
る
内
容
と
文
末
表
現
に
な
っ
て
い
る
。

6

は
、
﹁
母
子
と
別
れ
た
後
の
父
親
を
私
が
想
像
す
る
部
分
に
は
～
こ
の
部
分
以
前
に
言
及
さ
れ
て
い
た
情
報
が
あ
る
﹂
と
い
う
説
明
は
正
し
い
。
次
に
、
﹁
こ
れ
ら
は
私
の

想
像
が
実
際
の
観
察
を
も
と
に
し
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
﹂
と
い
う
点
も
問
題
な
く
、
特
に
×
に
す
る
要
素
が
な
い
。

正
解

19

・

20

1

・
4

︵
順
不
同
︶
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