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二
〇
二
五
年
度 

大
学
入
学
共
通
テ
ス
ト 

解
説
︿
現
代
文
﹀

第
1
問　

評
論　

高た
か

岡お
か

文ふ
み

章あ
き

「
観
光
は
『
見
る
』
こ
と
で
あ
る
／
な
い
―
―『
観
光
の
ま
な
ざ
し
』
を
め
ぐ
っ
て
」

［
総　

括
﹈

　

観
光
に
お
け
る
眼
差
し
を
テ
ー
マ
に
し
た
文
章
。「
す
る
」
観
光
と
「
見
る
」
観
光
、「
見
る
」
主
体
と
「
見
ら
れ
る
」
客
体
と
い
っ
た
単
純
な
二
項
対
立
に
と
ど
ま
ら
ず
、「
す
る
」

と
「
見
る
」
は
不
可
分
な
「
と
も
に
踊
る
」
関
係
で
あ
り
、「
見
る
」
側
が
「
見
ら
れ
る
」
側
に
反
転
す
る
こ
と
も
あ
る
と
い
っ
た
、
二
項
対
立
的
図
式
を
踏
み
越
え
た
内
容
理
解
が

求
め
ら
れ
た
。
た
だ
、
問
2
～
問
6
で
は
、
選
択
肢
の
数
が
昨
年
ま
で
の
5
つ
か
ら
4
つ
に
減
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
、
根
拠
の
範
囲
も
明
確
で
あ
っ
た
た
め
、
全
体
と
し
て
の
難

易
度
は
昨
年
よ
り
も
易
化
し
た
と
思
わ
れ
る
。

［
解　

説
﹈

問
１　

漢
字
問
題　
　

基
礎

傍
線
部
ア
～
オ
に
相
当
す
る
漢
字
を
含
む
も
の
を
、
次
の
各
群
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
選
べ
。

ア　

雑
貨　
　
　
　
　
　
　

1
価
格　
　
　
　

2
稼
働　
　
　

◎
3
外
貨　
　
　
　
　

4
転
嫁

イ　

散
策　
　
　
　
　
　
　

1
圧
搾　
　
　

◎
2
策
謀　
　
　
　

3
添
削　
　
　
　
　

4
模
索　

ウ　

呈
し
た　
　
　
　
　
　

1
音
程　
　
　

◎
2
贈
呈　
　
　
　

3
世
間
体　
　
　
　

4
前
提

エ　

一
掃　
　
　
　
　
　
　

1
改
装　
　
　
　

2
荘
厳　
　
　
　

3
捜
査　
　
　
　

◎
4
掃
除

オ　

忌
ま
わ
し
い　
　
　

◎
1
禁
忌　
　
　
　

2
鬼
気　
　
　
　

3
危
惧　
　
　
　
　

4
棄
権

　

イ
の
「
散
策
」
の
「
策
」
に
は
〈
は
か
り
ご
と
・
計
画
〉
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
「
杖
を
つ
く
」
と
い
う
意
味
が
あ
る
。
散
策
は
〈
杖
を
突
き
な
が
ら
歩
き
回
る
様
子
〉
が
元

の
意
。〈
求
め
る
・
探
す
〉
と
い
う
意
味
の
「
索
」（
模
索
・
探
索
・
検
索
の
「
索
」）
と
間
違
え
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
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2025 年度共通テスト　現代文

　

ウ
の
「
呈
」
す
る
は
〈
①
差
し
出
す
・
贈
る　

②
現
す
・
示
す
〉
の
意
。

　

エ
の
「
一
掃
」
は
〈
残
ら
ず
払
い
の
け
る
〉
の
意
。
同
音
異
義
語
に
「
一
層
」・「
一
艘
」
な
ど
が
あ
る
。
共
通
テ
ス
ト
で
は
同
音
異
義
語
の
出
題
が
多
い
。
文
脈
に
留
意
し
て

解
答
し
た
い
。

　

オ
の
1
「
禁
忌
」
は
〈
忌
み
嫌
い
、
慣
習
的
に
禁
止
し
た
り
避
け
た
り
す
る
こ
と
。
ま
た
そ
の
も
の
。
タ
ブ
ー
〉
の
意
。

　

漢
字
の
学
習
は
、
読
解
力
の
基
礎
と
な
る
語
彙
力
を
つ
け
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
。
積
極
的
に
学
習
時
間
に
取
り
入
れ
よ
う
。
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2025 年度共通テスト　現代文

問
2　

内
容
説
明
問
題　
　

標
準

傍
線
部
A
「
観
光
地
住
民
の
『
戦
略
』
は
常
に
綱
渡
り
で
あ
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
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　

解
答
に
あ
た
っ
て
把
握
、
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
以
下
の
三
点
。

　
　

❶
観
光
地
住
民
の
「
戦
略
」
と
は
何
か

　
　

❷
観
光
地
住
民
の
「
戦
略
」
が
、「
常
に
綱
渡
り
」
で
あ
る
の
は
な
ぜ
か

　
　

❸
観
光
地
住
民
の
「
戦
略
」
が
、「
常
に
綱
渡
り
」
で
あ
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

　

❶
に
つ
い
て
は
第
三
段
落
に
説
明
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
観
光
と
い
う
荒
波
か
ら
自
ら
の
生
活
文
化
を
守
る
た
め
」
に
、「
観
光
者
が
期
待
す
る
（
押
し
つ
け
る
）
イ
メ
ー
ジ

に
適
合
的
な
役
割
を
観
光
地
住
民
が
再
演
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。

　

❷
に
つ
い
て
は
、
傍
線
部
Ａ
の
前
後
に
説
明
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
観
光
（
の
一
部
）
を
支
え
て
い
る
」
の
は
「
お
ぞ
ま
し
い
も
の
へ
の
欲
望
」
で
あ
り
、
観
光
者
は
（
現
地

住
民
の
）「
演
出
」
に
飽
き
足
ら
ず
そ
の
「
舞
台
裏
」
を
見
た
が
る
か
ら
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　

❸
に
つ
い
て
は
、
傍
線
部
Ａ
の
二
文
後
に
説
明
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
あ
り
の
ま
ま
を
見
せ
る
生
活
観
光
は
、
出
口
の
見
え
な
い
隘
路
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
観
光
の

ま
な
ざ
し
が
全
域
化
し
て
い
く
」、
平
た
く
言
え
ば
、〈
現
地
住
民
の
演
出
に
満
足
せ
ず
、
そ
の
舞
台
裏
ま
で
見
よ
う
と
す
る
観
光
者
の
欲
望
に
応
え
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
自
分

た
ち
の
生
活
を
ど
こ
ま
で
も
さ
ら
け
出
さ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
リ
ス
ク
の
あ
る
行
為
（「
綱
渡
り
」）
だ
と
い
う
こ
と
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
三
つ
の
要
素
を
正
し
く
説
明
し
て
い
る
選
択
肢
が
正
解
で
あ
る
。
ど
の
選
択
肢
も
次
に
示
す
よ
う
な
同
じ
構
造
を
取
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
と
正
解
を
選
び
や
す
い
。

―
―
―
―
観
光
地
住
民
の
「
戦
略
」
は
（
❶
）、
―
―
―
―
た
め
に
（
❷
）、
―
―
―
―
と
い
う
こ
と
（
❸
）。

　

1
は
❷
の
要
素
と
❸
の
要
素
が
誤
り
。

　

2
は
❶
、
❷
、
❸
の
要
素
が
全
て
誤
り
。

　

3
は
❸
の
要
素
が
誤
り
。

　

4
が
正
解
。
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2025 年度共通テスト　現代文

問
3　

内
容
説
明
問
題　
　

標
準

傍
線
部
Ｂ
「
観
光
に
お
い
て
『
見
る
』
こ
と
は
問
題
含
み
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
と
く
に
『
す
る
』
こ
と
と
の
対
比
に
お
い
て
、
価
値
の
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
も
き

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
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　

把
握
す
べ
き
は
以
下
の
二
点
。

　
　

❶
観
光
に
お
け
る
「
見
る
」
こ
と
の
問
題
点
（「
す
る
」
生
活
者⊕

扌
「
見
る
」
観
光
客
⊖
）

　
　

❷
「
見
る
」
こ
と
が
価
値
の
な
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
き
た
理
由
（「
す
る
」
旅
人⊕

扌
「
見
る
」
観
光
客
⊖
）

　

❶
に
つ
い
て
は
傍
線
部
の
次
の
段
落
（
第
七
段
落
）
に
説
明
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
「（
観
光
の
場
面
に
お
い
て
は
）
見
ら
れ
る
側
、
つ
ま
り
生
活
『
す
る
』
側
が
主
役
で
あ
り
、

そ
れ
を
『
見
る
』
側
は
観
客
に
す
ぎ
な
い
。
…
…
そ
の
土
地
に
暮
ら
し
働
く
人
び
と
こ
そ
が
当
事
者
な
の
で
あ
り
、
彼
ら
の
生
活
や
文
化
を
覗
く
た
め
に
訪
れ
て
、
そ
そ
く
さ
と

立
ち
去
っ
て
い
く
観
光
者
た
ち
は
招
か
れ
ざ
る
客
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
」
と
い
う
こ
と
だ
。

　

❷
に
つ
い
て
は
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
に
よ
る
批
判
（「
観
光
の
ま
な
ざ
し
に
お
け
る
消
費
主
義
や
薄
っ
ぺ
ら
さ
を
鋭
く
批
判
し
た
の
は
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
だ
っ
た
」）
と
し
て
第
八

段
落
で
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
か
つ
て
の
旅
人
（
ト
ラ
ベ
ラ
ー
）
が
没
落
し
た
か
わ
り
に
観
光
客
（
ツ
ー
リ
ス
ト
）
が
台
頭
し
た
。
そ
れ
は
旅
行
が
『
自
分
の
か
ら
だ

を
動
か
す
ス
ポ
ー
ツ
か
ら
、
見
る
ス
ポ
ー
ツ
へ
と
変
化
し
た
』
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
。『
す
る
』
か
ら
『
見
る
』
へ
の
転
換
。
旅
は
能
動
的
で
命
が
け
の
行
為
か
ら
、
購
入
す

る
だ
け
の
お
気
楽
な
商
品
へ
と
、『
無
意
味
』
で
『
空
虚
』
な
も
の
へ
と
成
り
さ
が
っ
た
」
と
い
っ
た
内
容
で
あ
る
。

　

以
上
の
二
点
を
正
し
く
説
明
し
て
い
る
の
は
3
の
選
択
肢
。
正
解
は
3
。

　

1
は
❷
の
要
素
が
誤
り
。「「
見
る
」
主
体
の
位
置
づ
け
に
変
化
が
生
じ
た
」
と
い
う
説
明
は
不
正
確
。「
見
る
」
旅
の
価
値
が
「
す
る
」
旅
に
比
べ
て
下
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

2
は
「
観
光
研
究
や
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
に
よ
っ
て
」
と
い
う
形
で
、
❶
の
「
観
光
研
究
」
の
視
点
と
❷
の
「
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
」
の
視
点
が
一
緒
く
た
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
点
が
誤
り
。
ま
た
、「
観
光
に
お
け
る
『
見
る
』
こ
と
の
役
割
が
後
退
し
た
」
と
い
う
説
明
も
不
適
。

　

4
も
2
と
同
様
、
❶
の
「
観
光
研
究
」
の
視
点
と
❷
の
「
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
」
の
視
点
が
一
緒
く
た
に
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
点
が
誤
り
。
ま
た
、「『
見
る
』
側
の
観
光
客

が
無
意
味
な
存
在
に
貶
め
ら
れ
た
」
と
い
う
説
明
も
不
適
。

01/22/2025 【校了】 2025_共通テスト速報_現代文



－ 5 －

2025 年度共通テスト　現代文

問
4　

理
由
説
明
問
題　
　

標
準

傍
線
部
Ｃ
「
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
も
な
い
」
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
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　

傍
線
部
の
「
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
も
な
い
」
と
い
う
表
現
が
指
し
て
い
る
の
は
、〈
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
の
観
光
論
を
時
代
錯
誤
の
理
想
論
と
し
て
簡
単
に
批
判
で
き
る
ほ
ど
単
純

で
も
な
い
〉
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
理
由
は
次
の
第
十
段
落
の
「
表
層
的
な
観
光
の
あ
り
か
た
へ
の
飽
き
足
ら
な
さ
や
批
判
は
、
現
実
に
観
光
の
形
を
大
き
く
変
え
て
き

た
」、
続
く
第
十
一
段
落
の
「
近
年
、
観
光
現
象
だ
け
で
な
く
、
観
光
研
究
の
視
座
ま
で
も
が
更
新
を
迫
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
」
と
い
う
内
容
に
か
か
わ
っ
て
い
る
。
ま
と
め

れ
ば
以
下
の
二
点
が
そ
の
理
由
だ
。

　
　

❶
従
来
の
表
層
的
な
「
見
る
」
観
光
へ
の
批
判
が
、「
体
験
」「
交
流
」「
学
習
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
す
る
「
す
る
」
観
光
へ
の
転
換
を
促
し
た
か
ら
（
第
十
段
落
）

　
　

❷�

観
光
を
単
に
「
見
る
」
こ
と
と
し
て
き
た
従
来
の
観
光
研
究
が
、
近
年
、
観
光
に
お
け
る
身
体
性
や
ふ
る
ま
い
を
重
視
す
る
も
の
へ
と
、
そ
の
視
座
の
更
新
を
迫
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
か
ら
（
第
十
一
～
十
二
段
落
）

　

以
上
の
二
点
を
正
し
く
説
明
し
て
い
る
選
択
肢
は
2
。
正
解
は
2
で
あ
る
。

　

1
は
❶
の
説
明
に
あ
た
る
「
そ
の
土
地
の
生
活
を
体
験
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
人
気
の
観
光
商
品
に
押
し
上
げ
る
こ
と
に
つ
な
が
り
」
と
い
う
部
分
が
具
体
例
の
一
つ
に
過
ぎ

な
い
の
で
誤
り
。

　

3
は
❶
の
要
素
が
誤
り
。「『
す
る
』
観
光
」
と
「
か
つ
て
の
旅
人
に
よ
る
能
動
的
な
（
命
が
け
の
）
旅
を
再
現
す
る
観
光
」
と
は
同
じ
で
は
な
い
。

　

4
は
❷
の
要
素
が
誤
り
。
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2025 年度共通テスト　現代文

問
5　

表
現
に
関
す
る
問
題　
　

応
用

傍
線
部
Ｄ
「『
と
も
に
踊
る
』」
は
ア
ー
リ
と
ラ
ー
ス
ン
の
『
観
光
の
ま
な
ざ
し
』
第
三
版
か
ら
の
引
用
表
現
で
あ
り
、
筆
者
は
傍
線
部
Ｅ
「『
と
も
に
踊
る
』」
で
そ
の
表
現

を
再
度
用
い
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
「
と
も
に
踊
る
」
と
い
う
表
現
が
、
文
脈
上
、
二
者
択
一
と
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
不
可
分
な
関
係
を
表
す
も
の
で
あ
る
こ
と
（
❶
）
を
理
解
し
た
上
で
、
傍
線
部
Ｄ
・
傍
線

部
Ｅ
そ
れ
ぞ
れ
の
「
と
も
に
踊
る
」
と
い
う
表
現
が
指
し
て
い
る
も
の
（
何
と
何
が
「
と
も
に
踊
る
」
の
か
＝
何
と
何
が
不
可
分
な
関
係
な
の
か
）
を
そ
れ
ぞ
れ
把
握
す
る
。

　

傍
線
部
Ｄ
…
…
「
ま
な
ざ
し
」
と
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」（
❷
）

　

傍
線
部
Ｅ
…
…
「
資
本
が
演
出
す
る
記
号
」
と
「
他
者
の
身
体
」（
＝
「
渋
谷
と
い
う
都
市
」
と
「
そ
こ
を
歩
く
人
び
と
」）（
❸
）

　

以
上
、
三
つ
の
要
素
を
把
握
し
た
上
で
、
各
選
択
肢
の
検
討
に
入
る
。

　

1
は
❶
の
要
素
が
誤
り
。「
と
も
に
踊
る
」
と
い
う
表
現
は
「
重
要
な
視
点
」「
重
要
な
対
象
」
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
切
り
離
せ
な
い
不
可
分
な
二
者
の
関
係
を
意
味
す

る
も
の
と
し
て
本
文
で
は
用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

2
は
❶
、
❷
、
❸
い
ず
れ
の
要
素
も
正
し
く
説
明
し
て
い
る
。

　

3
は
❶
、
❷
、
❸
全
て
の
要
素
が
誤
り
。

　

4
も
❶
、
❷
、
❸
全
て
の
要
素
が
誤
り
。

　

し
た
が
っ
て
正
解
は
2
。
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2025 年度共通テスト　現代文

問
6　

内
容
説
明
問
題　
　

応
用

傍
線
部
Ｆ
「
観
光
に
お
け
る
『
見
る
／
見
ら
れ
る
』
を
考
え
る
う
え
で
、
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
は
示
唆
的
で
あ
る
」
と
あ
る
が
、
文
章
中
に
示
さ
れ
た
「
見
る
／
見
ら
れ
る
」

の
事
例
と
の
関
係
に
お
い
て
、
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
は
ど
の
よ
う
な
意
味
で
「
示
唆
的
」
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

～

4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　
「
示
唆
的
」
と
は
〈
間
接
的
に
手
が
か
り
を
示
す
さ
ま
。
物
事
が
深
い
意
味
を
含
み
、
考
え
る
き
っ
か
け
を
提
供
す
る
性
質
を
持
つ
こ
と
〉
を
意
味
す
る
表
現
。「
サ
フ
ァ
リ

パ
ー
ク
」
が
示
唆
的
な
の
は
、
傍
線
部
Ｆ
の
直
後
に
書
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
動
物
を
「
見
る
」
人
間
た
ち
が
、
同
時
に
動
物
た
ち
か
ら
「
見
ら
れ
る
」
存
在
で
も
あ

る
か
ら
だ
。
こ
の
論
点
は
傍
線
部
Ｆ
の
一
つ
前
の
段
落
（
第
十
七
段
落
）
で
も
「
観
光
者
が
地
元
住
民
を
ま
な
ざ
す
と
と
も
に
地
元
住
民
も
観
光
客
を
ま
な
ざ
す
」「『
相
互
の
ま

な
ざ
し
』」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
た
。

　

こ
の
よ
う
な
「『
相
互
の
ま
な
ざ
し
』」
の
場
と
し
て
「
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
」
を
説
明
し
て
い
る
選
択
肢
は
2
の
み
。
し
た
が
っ
て
正
解
は
2
で
あ
る
。

　

1
は
「
一
方
で
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
で
は
、
見
る
主
体
で
あ
る
人
間
の
欲
望
と
、
物
欲
し
げ
に
人
間
を
眺
め
る
動
物
の
欲
望
と
の
違
い
が
現
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
サ
フ
ァ
リ

パ
ー
ク
は
、
ゲ
ス
ト
側
の
ま
な
ざ
し
と
ホ
ス
ト
側
の
ま
な
ざ
し
と
の
非
対
称
性
を
考
え
さ
せ
る
点
で
示
唆
的
」
の
部
分
が
誤
り
。
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
で
は
、
見
る
主
体
で
あ
る
人

間
が
、
動
物
に
見
ら
れ
る
客
体
に
も
な
る
。

　

3
は
「
同
様
に
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
に
お
い
て
も
、
主
役
は
そ
こ
に
暮
ら
す
動
物
で
あ
り
、
人
間
は
観
察
者
と
し
て
通
り
過
ぎ
る
だ
け
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
サ
フ
ァ

リ
パ
ー
ク
は
、
見
る
側
の
観
光
者
が
『
招
か
れ
ざ
る
客
』
で
あ
る
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
点
で
示
唆
的
」
が
誤
り
。
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
を
「
相
互
の
ま
な
ざ
し
」
の
場
と
し
て
捉
え

て
い
な
い
。

　

4
は
「
同
様
に
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
で
も
、
動
物
を
見
る
他
の
客
の
邪
魔
を
し
な
い
よ
う
注
意
を
払
っ
た
り
、
他
の
客
と
一
緒
に
動
物
を
観
察
し
よ
う
と
し
た
り
す
る
。
こ
の

よ
う
に
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
は
、
観
光
者
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
方
に
注
意
を
促
す
点
で
示
唆
的
」
が
誤
り
。
や
は
り
サ
フ
ァ
リ
パ
ー
ク
を
「
相
互
の
ま
な
ざ
し
」

の
場
と
し
て
捉
え
て
い
な
い
。
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2025 年度共通テスト　現代文

第
2
問　

小
説　
　

蜂は
ち

飼か
い

耳み
み　

「
繭
の
遊
戯
」（
二
〇
〇
五
年
発
表
）

［
総　

括
﹈

　

第
2
問
は
蜂
飼
耳
「
繭
の
遊
戯
」
か
ら
の
出
題
。
詩
人
で
も
あ
る
作
家
の
小
説
で
、
比
喩
的
な
表
現
の
多
い
簡
潔
な
文
章
だ
っ
た
。
設
問
の
選
択
肢
が
す
べ
て
4
つ
に
な
っ
て
お
り
、

正
解
を
選
ぶ
時
間
の
手
間
は
省
け
る
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
し
、
心
情
や
表
現
に
関
す
る
問
い
で
、
傍
線
部
周
辺
に
ヒ
ン
ト
と
な
る
説
明
が
少
な
い
だ
け
に
、
正
解
を
選
ぶ
の
は
必
ず
し

も
簡
単
で
は
な
い
。

［
解　

説
﹈

問
１　

内
容
説
明
問
題　
　

標
準

傍
線
部
A
「
音
を
探
す
ふ
り
を
す
る
。
心
を
こ
め
る
よ
う
に
爪
弾
く
。」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
「
わ
た
し
」
が
捉
え
て
い
る
お
じ
さ
ん
の
様
子
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
最

も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　

傍
線
部
A
を
含
む
一
文
の
、「
～
な
の
に

0

0

0

、
～
音
を
探
す
ふ
り
を
す
る
」
と
い
う
逆
接
に
注
目
す
る
と
、
お
じ
さ
ん
も
「
わ
た
し
」
も
、
曲
の
つ
づ
き
を
お
じ
さ
ん
が
知
ら
な

い
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に

0

0

0

0

0

お
じ
さ
ん
は
「
音
を
探
す
ふ
り
を
す
る
」
の
だ
か
ら
、
こ
こ
で
の
「
音
を
探
す
ふ
り
」
と
は
、〈
曲
の
つ
づ
き
を
思
い
出
す
ふ
り
を
す

る
〉
と
い
う
意
味
だ
ろ
う
。
ま
た
、「
お
じ
さ
ん
は
目
を
泳
が
せ
て
、
Ａ
～
ふ
り
を
す
る
。
心
を
こ
め
る
よ
う
に
爪
弾
く
。」
と
い
う
文
脈
か
ら
、
お
じ
さ
ん
が
そ
の
よ
う
な
「
ふ

り
」
を
す
る
の
は
、
途
中
ま
で
し
か
弾
け
な
い
こ
と
へ
の
動
揺
や
焦
り
を
糊こ

塗と

（
一
時
し
の
ぎ
に
表
面
を
取
り
繕
い
、
曖
昧
に
す
る
こ
と
）
す
る
た
め
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

ち
な
み
に
「
目
を
泳
が
せ
」
る
と
は
、
動
揺
や
焦
り
が
表
情
に
表
れ
て
い
る
様
子
を
指
す
慣
用
句
。

　

以
上
か
ら
正
解
は
1
。

　

2
は
「
大
切
な
曲
で
あ
る
こ
と
を
『
わ
た
し
』
に
伝
え
る
た
め
に
」
が
誤
り
。

　

3
は
「
曲
が
弾
け
な
く
て
気
落
ち
し
て
い
る
こ
と
を
『
わ
た
し
』
に
悟
ら
せ
な
い
た
め
に
」
が
誤
り
。

　

4
は
「
落
胆
を
隠
す
た
め
」
が
誤
り
。「
目
を
泳
が
せ
て
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
で
は
〈
動
揺
し
て
い
る
自
分
を
糊
塗
す
る
た
め
に
〉
と
い
っ
た
内
容
に
な
っ
て
い
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、「
音
を
探
す
ふ
り
」（
＝
曲
の
づ
つ
き
を
思
い
出
す
ふ
り
）
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
い
点
も
誤
り
。
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2025 年度共通テスト　現代文

問
2　

心
情
説
明
問
題　
　

標
準

傍
線
部
Ｂ
「
そ
の
と
き
、
わ
た
し
の
な
か
で
む
く
む
く
と
目
を
覚
ま
し
た
の
は
、
母
に
似
た
も
の
だ
っ
た
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
わ
た
し
」
に
起
こ
っ
た
心
の
動

き
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　

お
じ
さ
ん
に
対
す
る
母
の
態
度
に
つ
い
て
は
、
22
～
24
行
目
の
箇
所
に
表
れ
て
い
る
。「
い
つ
ま
で
も
親
の
ス
ネ
か
じ
っ
て
」「
お
母
さ
ん
が
甘
い
か
ら
よ
」
と
い
っ
た
表
現
か

ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
母
は
、
自
分
の
弟
で
あ
る
お
じ
さ
ん
、
い
い
年
な
の
に
親
に
依
存
し
て
生
活
し
て
い
る
お
じ
さ
ん
に
対
し
て
甘
い
と
こ
ろ
が
一
切
な
い
。
そ
の
よ
う
な

母
に
似
た
も
の
が
「
わ
た
し
」
の
な
か
に
湧
き
上
が
っ
て
き
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
矛
先
は
、
子
ど
も
の
目
に
も
「
切
れ
が
な
」
い
と
感
じ
ら
れ
る
鶴
の
絵
を
、

「
悪
く
な
い
よ
ね
」「
悪
く
な
い
で
し
ょ
」
と
何
度
も
言
っ
て
く
る
お
じ
さ
ん
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
。「
あ
ひ
る
み
た
い
」「
鶴
っ
て
も
っ
と
、
ス
マ
ー
ト
だ
よ
」。

　

以
上
の
読
み
取
り
を
踏
ま
え
て
選
択
肢
を
検
討
す
る
。

　

1
は
「
自
分
の
作
品
に
不
足
し
て
い
る
点
が
な
い
か
を
気
に
し
て
い
る
お
じ
さ
ん
」
が
誤
り
。
ま
た
、「
あ
え
て
厳
し
い
意
見
を
述
べ
て
」
も
誤
り
。「
わ
た
し
」
は
率
直
に

厳
し
い
意
見
を
述
べ
て
い
る
。

　

2
は
「
作
品
の
出
来
の
良
さ
を
疑
わ
ず
」
が
誤
り
。

　

3
は
「
自
分
の
作
品
に
自
信
が
な
い
様
子
で
あ
る
お
じ
さ
ん
」
が
誤
り
。
ま
た
、
選
択
肢
後
半
の
「
作
品
の
出
来
ば
え
に
対
す
る
失
望
感
か
ら
も
自
分
が
気
づ
い
た
欠
点
を

告
げ
よ
う
と
思
っ
た
」
も
誤
り
。

　

4
は
「
作
品
の
完
成
度
が
高
く
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
よ
い
評
価
を
求
め
る
お
じ
さ
ん
」
と
い
う
部
分
が
、「
悪
く
な
い
で
し
ょ
」
と
何
度
も
言
っ
て
く
る
お
じ
さ
ん
の
言
動

に
対
応
し
、「
現
実
を
突
き
つ
け
た
い
気
持
ち
が
生
じ
」
が
、「
母
に
似
た
も
の
」
が
「
む
く
む
く
と
目
を
覚
ま
し
た
」
と
い
う
傍
線
部
の
内
容
に
対
応
し
、
ま
た
「
感
じ
た
こ
と

を
率
直
に
伝
え
よ
う
と
思
っ
た
」
の
部
分
が
、
傍
線
部
の
少
し
後
に
あ
る
「
い
い
と
思
わ
な
い
も
の
を
、
い
い
と
は
い
え
な
い
。
い
っ
て
は
い
け
な
い
。」
と
い
う
内
容
に
対
応

し
て
い
る
。

　

正
解
は
4
。
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2025 年度共通テスト　現代文

問
3　

内
容
説
明
問
題　
　

標
準

本
文
22
行
目
か
ら
27
行
目
と
51
行
目
か
ら
56
行
目
の
二
箇
所
に
は
、
お
じ
さ
ん
の
生
き
方
に
対
す
る
母
と
祖
母
と
の
姿
勢
の
違
い
が
表
れ
て
い
る
。
そ
の
違
い
の
説
明
と

し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

お
じ
さ
ん
の
生
き
方
に
対
す
る
母
の
姿
勢

　

→�

「
い
つ
ま
で
も
親
の
ス
ネ
か
じ
っ
て
」「
お
母
さ
ん
が
甘
い
か
ら
よ
」「
焼
き
物
を
や
る
っ
て
い
っ
て
も
、
な
に
も
習
わ
な
い
で
、
そ
ん
な
我
流
で
や
っ
て
い
る
だ
け
じ
ゃ
ど

う
し
よ
う
も
な
い
、
仕
事
に
な
ん
か
な
ら
な
い
」

　

＝
生
活
も
収
入
も
親
に
依
存
し
て
い
る
お
じ
さ
ん
の
生
き
方
に
対
し
て
批
判
的
で
あ
り
、
お
金
に
な
る
仕
事
を
し
て
自
立
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
る

お
じ
さ
ん
の
生
き
方
に
対
す
る
祖
母
の
姿
勢

　

→
「
あ
ん
な
に
器
用
な
ん
だ
っ
た
ら
、
少
し
は
活
か
せ
ば
い
い
よ
う
な
も
の
だ
け
ど
」

　

＝
お
じ
さ
ん
の
良
い
部
分
に
も
目
を
向
け
て
お
り
、
そ
れ
を
現
実
社
会
に
活
か
せ
て
い
な
い
こ
と
を
残
念
に
思
っ
て
い
る

※�

51
行
目
か
ら
56
行
に
関
し
て
は
、「
母
が
い
な
い
と
き
祖
母
は
そ
ん
な
ふ
う
に
呟
い
た
」
の
箇
所
を
根
拠
に
す
る
。
母
が
い
る
と
き
の
祖
母
の
言
葉
は
、
自
分
を
責
め
て
く
る

娘
（
母
）
に
対
し
て
の
言
い
訳
め
い
た
も
の
で
あ
り
、「
お
じ
さ
ん
の
生
き
方
に
対
す
る
姿
勢
」
を
直
接
表
し
て
い
る
と
は
言
い
難
い
た
め
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
選
択
肢
の
検
討
に
入
る
。

　

1
は
「
祖
母
は
い
つ
か
は
実
力
を
見
せ
る
だ
ろ
う
と
期
待
し
て
い
る
」
の
部
分
が
誤
り
。

　

2
は
前
半
も
後
半
も
誤
り
。

　

3
は
前
半
、
後
半
、
と
も
に
正
し
い
。
正
解
は
3
。

　

4
は
「
祖
母
は
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
の
で
こ
れ
以
上
は
叱
っ
て
も
し
か
た
が
な
い
と
諦
め
て
い
る
」
が
誤
り
。
本
文
の
「
だ
っ
て
、
あ
た
し
が
産
ん
だ
ん
だ
か
ら
、
ど

う
し
よ
う
も
な
い
」
と
い
う
祖
母
の
言
葉
は
、
自
分
を
責
め
る
娘
（「
母
」）
に
対
し
て
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
お
じ
さ
ん
の
生
き
方
に
対
し
て
「
ど
う
し
よ
う
も
な
い
」
と

諦
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
母
と
祖
母
の
姿
勢
の
違
い
と
は
、
お
じ
さ
ん
の
良
い
部
分
に
目
を
向
け
て
い
る
か
否
か
の
違
い
で
あ
る
。
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2025 年度共通テスト　現代文

問
4　

二
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
同
じ
表
現
に
関
す
る
問
題　
　

標
準

波
線
部
Ⅰ
「
が
っ
か
り
、
と
い
う
気
も
ち
に
は
、
か
わ
い
そ
う
だ
、
と
思
う
気
も
ち
が
混
ざ
っ
て
い
た
。」、
波
線
部
Ⅱ
「
す
ご
い
、
と
思
い
な
が
ら
、
が
っ
か
り
し
た
。」

と
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
「
が
っ
か
り
」
に
は
ど
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　

本
文
の
Ⅰ
の
箇
所
と
Ⅱ
の
箇
所
に
戻
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
に
お
け
る
「
が
っ
か
り
」
の
意
味
を
把
握
す
る
。

Ⅰ
の
「
が
っ
か
り
」

　

→
頼
む
と
ギ
タ
ー
を
弾
い
て
く
れ
る
も
の
の
、
い
つ
も
途
中
で
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
お
じ
さ
ん
を
か
わ
い
そ
う
に
思
い
、
哀
れ
む
よ
う
な
気
持
ち
。

Ⅱ
の
「
が
っ
か
り
」

　

→�

オ
カ
リ
ナ
を
独
学
で
自
作
で
き
る
お
じ
さ
ん
が
、（
仕
事
を
し
て
お
金
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
ず
に
経
済
的
に
親
に
依
存
し
て
い
る
た
め
に
）、
オ
カ
リ
ナ
を
作
れ
な
い
他

の
大
人
た
ち
か
ら
怒
ら
れ
、
文
句
を
言
わ
れ
続
け
る
こ
と
に
対
す
る
残
念
な
気
持
ち
。

　

こ
の
内
容
を
踏
ま
え
て
選
択
肢
を
検
討
す
る
と
、
正
解
は
4
。

　

1
は
前
半
の
「
子
ど
も
の
期
待
を
裏
切
る
お
じ
さ
ん
に
同
情
し
て
い
た
」
が
誤
り
。
ま
た
後
半
の
「
優
れ
た
作
品
を
生
み
出
し
て
人
を
感
動
さ
せ
ら
れ
な
い
た
め
に
家
族
か

ら
怒
ら
れ
て
ば
か
り
い
る
」
も
誤
り
。
家
族
が
怒
る
の
は
お
金
を
生
み
出
す
仕
事
を
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

2
は
前
半
の
「
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
を
や
り
通
せ
な
い
お
じ
さ
ん
の
意
志
の
弱
さ
を
」
が
誤
り
。
ま
た
後
半
の
「
何
か
に
絞
っ
て
そ
れ
を
完
成
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
い
た

め
に
大
人
に
は
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
こ
と
」
も
誤
り
。
大
人
に
受
け
入
れ
て
も
ら
え
な
い
の
は
お
金
を
生
み
出
す
仕
事
を
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

3
は
前
半
の
「
取
り
組
ん
で
い
る
こ
と
が
向
上
し
な
く
て
も
よ
い
と
思
っ
て
い
る
お
じ
さ
ん
」
が
誤
り
。
ま
た
後
半
の
「
そ
れ
（
自
分
の
資
質
）
を
母
や
祖
母
に
理
解
さ
せ

よ
う
と
し
な
い
た
め
に
家
族
か
ら
罵
ら
れ
」
も
誤
り
。
家
族
か
ら
罵
ら
れ
る
の
は
お
金
を
生
み
出
す
仕
事
を
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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問
5　

表
現
に
関
す
る
問
題　
　

標
準

本
文
の
表
現
に
関
す
る
説
明
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　

選
択
肢
を
一
つ
ず
つ
検
討
し
て
い
く
。「
適
当
で
な
い
も
の
」
を
選
ぶ
こ
と
に
注
意
。

　

1
は
適
当
で
な
い
。「
耳
が
聞
こ
え
な
く
な
っ
た
鳥
の
よ
う
に
」
と
「
閉
じ
こ
め
ら
れ
た
虎
の
よ
う
に
」
は
、
た
し
か
に
お
じ
さ
ん
が
不
本
意
な
状
況
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と

を
表
し
た
比
喩
だ
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
が
、「
繭
に
籠
り
」
は
、
お
じ
さ
ん
が
自
分
で
建
て
た
小
屋
の
中
に
引
き
こ
も
っ
て
い
る
様
子
を
表
す
比
喩
で
あ
り
、
不
本
意
な
状

況
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

2
の
「
叩
く
。
聞
こ
え
な
い
の
か
な
。
重
た
く
ざ
わ
つ
く
南
天
の
繁
み
。
も
う
少
し
強
く
叩
く
。」
は
、
過
去
形
で
は
な
く
現
在
形
で
表
現
さ
れ
て
お
り
、「『
わ
た
し
』
が
お

じ
さ
ん
の
小
屋
を
訪
れ
た
体
験
を
そ
の
時
点
に
立
っ
て
臨
場
感
（
ま
る
で
そ
の
場
に
い
る
か
の
よ
う
な
感
じ
）
を
も
っ
て
表
し
て
い
る
」
と
い
う
説
明
は
適
当
。

　

3
の
「
そ
の
と
き
、
わ
た
し
は
な
に
か
を
、
教
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。」
は
、「
で
も
、
そ
う
い
う
考
え
を
（
当
時
は
）
ひ
ろ
げ
る
こ
と
は
で
き
ず
…
…
」
と
続
く
文
脈
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
「
語
り
手
『
わ
た
し
』
が
幼
少
期
の
体
験
を
振
り
返
り
、
現
在
の
視
点
か
ら
の
解
釈
も
加
え
て
語
っ
て
い
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
」
と
い
う
説
明
は
適
当
。

　

4
の
「
オ
カ
リ
ナ
が
、
い
く
つ
も
息
を
殺
し
て
夜
明
け
の
玉
子
の
よ
う
に
じ
っ
と
し
て
い
た
」
は
、
お
じ
さ
ん
の
自
作
の
オ
カ
リ
ナ
を
玉
子
に
な
ぞ
ら
え
て
お
り
（
直
喩
）、

ま
た
「
オ
カ
リ
ナ
が
…
…
じ
っ
と
し
て
い
た
」
と
、
オ
カ
リ
ナ
を
ま
る
で
人
間
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
の
で
、「
オ
カ
リ
ナ
を
玉
子
に
な
ぞ
ら
え
る
と
と
も
に
擬
人
法
を
用
い

て
、
お
じ
さ
ん
の
作
品
を
印
象
的
に
表
し
て
い
る
」
と
い
う
説
明
は
適
当
。

　

正
解
は
1
。
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問
6　

心
情
説
明
問
題　
　

標
準

傍
線
部
Ｃ
「
触
角
の
取
れ
た
虫
。
方
向
感
覚
を
破
壊
さ
れ
た
鳥
。
そ
れ
は
、
ど
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
、
と
。
お
じ
さ
ん
の
心
配
を
し
な
が
ら
、
自
分
も
晴
れ
な
い
霧

に
つ
つ
ま
れ
た
。」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
わ
た
し
」
の
心
情
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　

傍
線
部
Ｃ
の
直
前
に
「
他
の
人
た
ち
か
ら
見
れ
ば
意
味
が
薄
い
こ
と
を
、
自
分
の
熱
意
だ
け
で
つ
づ
け
る
。
ど
こ
へ
繋
が
っ
て
い
く
の
か
、
わ
か
り
も
し
な
い
ま
ま
。」
と
述

べ
ら
れ
て
い
る
お
じ
さ
ん
の
生
き
方
を
、「
わ
た
し
」
が
自
分
に
重
ね
合
わ
せ
、
先
行
き
の
見
え
な
い
不
安
を
感
じ
て
い
る
の
が
傍
線
部
Ｃ
で
あ
る
。
傍
線
部
Ｃ
の
直
後
の
「
な

に
も
作
れ
な
い
自
分
は
、
ど
う
す
れ
ば
い
い
ん
だ
ろ
う
、
と
。」
は
倒
置
法
で
あ
り
、
傍
線
部
Ｃ
に
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
に
留
意
す
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
選
択
肢
を
検
討
す
る
と
、
正
解
は
1
。

　

2
、
3
、
4
に
は
、「
わ
た
し
」
が
、
お
じ
さ
ん
の
生
き
方
と
自
分
の
生
き
方
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
こ
と
（「
お
じ
さ
ん
の
心
配
を
し
な
が
ら
、
自
分
も0

晴
れ
な
い
霧
に

つ
つ
ま
れ
た
」
＝
〈
お
じ
さ
ん
の
生
き
方
＝
わ
た
し
の
生
き
方
〉）
へ
の
言
及
が
な
い
。
2
の
「
～
自
分
が
、
お
じ
さ
ん
の
た
め
に
で
き
る
こ
と
は
な
い
か
悩
ん
で
い
る
」、

3
の
「
そ
れ
（
お
じ
さ
ん
）
に
振
り
回
さ
れ
続
け
る
こ
と
に
な
る
自
分
た
ち
」、
4
の
「
い
つ
も
周
囲
の
大
人
に
否
定
さ
れ
文
句
を
言
わ
れ
続
け
る
お
じ
さ
ん
の
内
心
を
測
り

か
ね
、
途
方
に
暮
れ
て
い
る
」
は
、
い
ず
れ
も
、〈
わ
た
し
（
自
分
）
≠
お
じ
さ
ん
〉
と
い
う
ノ
ッ
ト
イ
コ
ー
ル
の
関
係
を
前
提
に
し
た
内
容
。
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問
7　

心
情
説
明
問
題　
　
　

傍
線
部
Ｄ
「
曲
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
ば
ら
ば
ら
の
音
。
吹
い
て
い
る
と
、
身
体
の
表
面
が
分
厚
く
剝
が
れ
落
ち
る
気
が
す
る
。
そ
れ
を
拾
い
集
め
る
べ
き
か
ど
う
か
、

わ
か
ら
な
い
。
捨
て
て
お
い
て
い
い
、
殻
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。」
と
あ
る
が
、「
わ
た
し
」
は
結
末
部
分
で
ど
の
よ
う
な
心
情
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
か
。

そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　

す
べ
て
の
選
択
肢
が
「
冒
頭
の
『
わ
た
し
』
は
～
。
そ
れ
に
対
し
て
結
末
部
分
の
『
わ
た
し
』
は
～
」
と
い
う
構
造
に
な
っ
て
お
り
、
冒
頭
の
「
わ
た
し
」
と
結
末
部
分
の

「
わ
た
し
」
の
相
違
点
を
把
握
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
。

　

相
違
点
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
共
通
の
対
象
、
つ
ま
り
「
何
に
つ
い
て
の
相
違
点
か
」
を
つ
か
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
冒
頭
の
「
わ
た
し
」
と
結
末
部
分
の
「
わ
た
し
」
を
比

較
し
て
み
よ
う
。

　
冒
頭
の
「
わ
た
し
」

　

→�（
ギ
タ
ー
を
）
受
け
取
り
、
抱
え
て
み
る
。
鳴
ら
し
て
み
る
。
ど
ん
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
も
な
り
は
し
な
い
。
つ
ま
ら
な
い
と
い
う
よ
り
、
不
安
だ
っ
た
。
自
分
で
ば
ら
撒
い

た
お
か
し
な
音
に
、
自
分
で
不
安
に
な
る
の
だ
っ
た
。「
返
す
」「
も
う
、
い
い
の
」。

結
末
部
の
「
わ
た
し
」

　

→�

誰
も
い
な
い
と
こ
ろ
へ
行
っ
て
、
オ
カ
リ
ナ
を
吹
く
。
曲
に
は
な
ら
な
い
。
た
だ
、
ば
ら
ば
ら
の
音
。
吹
い
て
い
る
と
、
身
体
の
表
面
が
分
厚
く
剝
が
れ
落
ち
る
気
が
す
る
。

そ
れ
を
拾
い
集
め
る
べ
き
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
い
。
捨
て
て
お
い
て
い
い
、
殻
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

こ
う
し
て
比
較
し
て
み
る
と
、
冒
頭
と
結
末
部
分
で
共
通
し
て
い
る
の
は
「
わ
た
し
」
が
楽
器
で
音
を
鳴
ら
し
て
い
る
こ
と
、
そ
し
て
相
違
点
は
、
そ
の
「
自
分
が
鳴
ら
し
た

音
」
を
「
わ
た
し
」
が
ど
う
捉
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　

冒
頭
の
「
わ
た
し
」
が
「
自
分
で
ば
ら
撒
い
た
お
か
し
な
音
に
、
自
分
で
不
安
に
な
」
っ
て
、
弾
く
の
を
や
め
て
い
る
の
に
対
し
、
結
末
部
分
の
「
わ
た
し
」
は
、
ば
ら
ば
ら

の
音
を
吹
い
て
い
る
う
ち
に
、「
身
体
の
表
面
が
分
厚
く
剝
が
れ
落
ち
る
気
が
す
る
」
が
、
そ
れ
を
「
捨
て
て
お
い
て
い
い
、
殻
の
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
感
じ
て
い
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る
。
こ
の
表
現
は
、「
わ
た
し
」
が
無
秩
序
な
も
の
を
切
り
捨
て
て
秩
序
あ
る
世
界
へ
と
脱
皮
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

以
上
を
踏
ま
え
て
選
択
肢
の
検
討
に
入
る
。
す
る
と
、
右
の
よ
う
な
「
自
分
が
鳴
ら
し
た
音
に
対
す
る
相
違
点
」
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
4
の
み
。
し
た
が
っ
て
正
解

は
4
。
傍
線
部
の
「
身
体
の
表
面
が
分
厚
く
剝
が
れ
落
ち
る
気
が
す
る
。
そ
れ
を
拾
い
集
め
る
べ
き
か
ど
う
か
、
わ
か
ら
な
い
。
捨
て
て
お
い
て
い
い
、
殻
の
よ
う
な
も
の
か

も
し
れ
な
い
」
と
い
う
表
現
は
、「
わ
た
し
」
に
起
き
つ
つ
あ
る
何
ら
か
の
変
化
を
暗
示
し
て
お
り
、
4
の
後
半
の
「
自
身
の
価
値
観
が
揺
ら
ぎ
始
め
て
い
る
こ
と
を
自
覚
し
つ

つ
あ
る
」
は
、
そ
の
妥
当
な
説
明
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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第
3
問　

実
用
的
文
章　

【
資
料
Ⅰ
】　

外
来
語
に
関
す
る
意
識
調
査
の
問
題
（
図
1
～
3
は
帯
グ
ラ
フ
）

【
資
料
Ⅱ
】　
「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」
の
言
い
換
え
の
提
案

【
資
料
Ⅲ
】　

外
来
語
に
関
す
る
意
識
の
2
0
0
2
年
と
2
0
2
0
年
の
比
較
（
図
4
は
折
れ
線
グ
ラ
フ
）

［
総　

括
﹈

　

第
3
問
の
実
用
的
文
章
は
、
今
年
（
2
0
2
5
年
度
）
か
ら
導
入
さ
れ
た
新
傾
向
の
問
題
。
全
体
の
構
成
は
、
わ
か
り
や
す
い
言
葉
づ
か
い
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
書
く
と
い
う

課
題
を
与
え
ら
れ
た
Ｕ
さ
ん
が
ま
と
め
た
【
文
章
】
と
、
Ｕ
さ
ん
が
集
め
た
資
料
を
自
分
で
ま
と
め
直
し
た
も
の
（【
資
料
Ⅰ
】【
資
料
Ⅱ
】）
か
ら
成
っ
て
い
る
。
ま
た
、
問
3
で

【
文
章
】
の
根
拠
と
な
る
【
資
料
Ⅲ
】
が
追
加
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
設
問
は
問
1
～
問
3
。
マ
ー
ク
数
は
5
つ
。【
資
料
】
の
読
み
取
り
や
【
文
章
】
の
加
筆
方
針
・
修
正
方
針
に
関

す
る
設
問
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
2
0
2
2
年
に
発
表
さ
れ
た
2
種
類
の
試
作
問
題
（
第
Ｂ
問
）
の
要
素
が
大
き
く
入
っ
て
い
た
。

［
解　

説
﹈

問
１　

文
脈
と
帯
グ
ラ
フ
の
読
み
取
り
問
題　
　

標
準

Ｕ
さ
ん
は
、「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」
と
い
う
語
に
注
目
す
る
理
由
を
明
確
に
す
る
た
め
、【
文
章
】
の
1
段
落
の
（
Ｘ
）
に
文
を
書
き
加
え
る
こ
と
に
し
た
。

書
き
加
え
る
文
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　

文
脈
か
ら
、（
Ｘ
）
に
入
れ
る
べ
き
内
容
は
、【
資
料
Ⅰ
】
に
矛
盾
し
な
い
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
文
脈
と
設
問
文
か
ら
、（
Ｘ
）
に
入
れ
る
べ
き
内
容
は
、〈
外

来
語
を
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え
る
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
と
い
え
る
根
拠
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
二
つ
の
要
件
を
満
た
す
選
択
肢
は
2
の
み
。
正
解
は
2
。

　

1
は
図
1
の
グ
ラ
フ
の
内
容
（「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」
は
他
の
語
に
比
べ
て
多
く
の
人
が
外
来
語
の
ま
ま
使
用
し
な
い
ほ
う
が
よ
い
と
答
え
て
い
る
）
と
矛
盾
す

る
。
ま
た
〈
外
来
語
を
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え
た
こ
と
に
意
義
が
あ
っ
た
と
い
え
る
根
拠
〉
に
な
っ
て
い
な
い
。

　

3
の
内
容
は
、
図
2
、
図
3
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
（「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」
が
特
に
他
の
語
よ
り
年
代
ご
と
の
意
識
の
差
が
大
き
い
か
ど
う
か
は
、
他
の
語
に

関
す
る
年
代
ご
と
の
資
料
が
な
い
以
上
、
わ
か
ら
な
い
）。
ま
た
、
3
の
内
容
は
【
文
章
】
の
趣
旨
と
も
無
関
係
。

　

4
の
内
容
は
、
図
3
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
（
他
の
語
と
の
比
較
が
な
い
以
上
、「
特
に
『
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
』
に
つ
い
て
は
」
と
は
い
え
な
い
）。
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問
2　

文
脈
と
資
料
の
読
み
取
り
問
題　
　

標
準

Ｕ
さ
ん
は
、【
文
章
】
の
傍
線
部
Ａ
「
意
義
が
あ
っ
た
」
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
意
義
が
あ
っ
た
の
か
を
具
体
的
に
示
す
た
め
、
表
現
を
修
正
す
る
こ
と
に
し
た
。
修
正

す
る
表
現
の
内
容
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら
一
つ
選
べ
。

　

傍
線
部
Ａ
に
至
る
文
脈
（「
当
時
、
そ
の
概
念
は
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
言
い
換
え
の
提
案
は
、
そ
う
し
た
状
況
の
な
か
で
、
意
義
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
」）
か
ら
、

こ
こ
で
の
「
意
義
」
と
は
〈
診
療
場
面
で
重
要
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
十
分
に
浸
透
し
て
い
な
か
っ
た
「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」
の
概
念
を
浸
透
さ
せ
た
意
義
〉

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
こ
と
を
【
資
料
Ⅱ
】
で
確
認
す
る
と
、【
手
引
き
】
の
二
点
目
に
「
医
療
を
中
心
に
、
現
代
社
会
に
お
け
る
重
要
概
念
と
し
て
、
普
及
定
着
が
望
ま
れ
て
い
る
が
、
現
状

で
は
意
味
を
理
解
し
て
い
る
人
は
少
な
い
の
で
、
言
い
換
え
や
説
明
付
与
な
ど
の
必
要
性
は
高
い
」
と
あ
る
。

　

以
上
の
内
容
を
踏
ま
え
て
い
る
選
択
肢
は
4
の
み
。
正
解
は
4
。

　

1
は
「
外
来
語
を
身
近
な
日
本
語
に
言
い
換
え
る
と
い
う
発
想
を
広
め
よ
う
と
す
る
点
」
が
誤
り
。
こ
こ
で
の
「
意
義
」
は
そ
の
よ
う
な
漠
然
と
し
た
発
想
の
普
及
に
で
は

な
く
、〈
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
が
意
味
す
る
概
念
の
普
及
〉
に
あ
る
。

　

2
は
「
医
師
の
使
う
外
来
語
を
患
者
が
適
切
に
理
解
し
た
場
合
の
効
果
を
社
会
に
伝
え
よ
う
と
す
る
点
」
が
こ
こ
で
の
「
意
義
」
の
説
明
と
し
て
不
適
。

　

3
は
「
患
者
の
訴
え
を
医
師
が
十
分
に
理
解
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
の
重
要
性
を
確
認
し
て
い
こ
う
と
す
る
点
」
が
、
そ
も
そ
も
〈
医
師
の
説
明
を
十
分
に
理
解
し
た
上
で

患
者
が
納
得
し
た
り
同
意
し
た
り
す
る
こ
と
〉
と
い
う
「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」
の
概
念
と
ズ
レ
て
い
る
。
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問
3　

Ｕ
さ
ん
は
、【
資
料
Ⅲ
】
を
用
い
て
【
文
章
】
の
3
段
落
の
主
張
に
根
拠
を
加
え
、
さ
ら
に
【
文
章
】
の
全
体
を
整
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
後
の
ⅰ
・
ⅱ
の

問
い
に
答
え
よ
。

ⅰ　

折
れ
線
グ
ラ
フ
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
メ
モ
の
読
み
取
り
問
題　
　

応
用

Ｕ
さ
ん
は
、【
文
章
】
の
3
段
落
の
傍
線
部
Ｂ
「
時
代
が
進
ん
で
も
社
会
全
体
と
し
て
外
来
語
の
増
加
を
当
然
だ
と
考
え
る
人
が
大
き
く
増
え
る
と
は
限
ら
な
い
」
と
い
う

主
張
を
明
確
に
す
る
た
め
、【
資
料
Ⅲ
】
を
用
い
よ
う
と
考
え
た
。【
資
料
Ⅲ
】
か
ら
読
み
取
れ
る
根
拠
と
し
て
適
当
で
な
い
も
の
を
、
次
の
1

～
4

の
う
ち
か
ら

一
つ
選
べ
。

　

適
当
で
な
い
も
の
を
選
ぶ
こ
と
に
注
意
。【
資
料
Ⅲ
】
の
【
図
に
つ
い
て
の
メ
モ
】
を
適
宜
参
照
し
な
が
ら
、
図
4
「『
外
来
語
が
増
え
る
の
は
当
然
だ
』
と
す
る
人
の
割
合
」

を
表
す
折
れ
線
グ
ラ
フ
と
各
選
択
肢
の
内
容
を
照
合
す
る
。

　

1
は
適
当
。
図
4
で
、
二
〇
〇
二
年
と
二
〇
二
二
年
の
六
〇
代
以
上
を
除
く
各
年
代
に
つ
い
て
、「
同
じ
年
代
ど
う
し
を
比
較
」
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

	

二
〇
〇
二
年

	
	

二
〇
二
二
年

　

20
代	

86
％	
	

85
％

　

30
代	

76
％	

	

77
％

　

40
代	

78
％	

	

74
％

　

50
代	

64
％	

	

69
％

　

し
た
が
っ
て
「
大
き
な
変
化
が
見
ら
れ
な
い
」
と
い
う
読
み
取
り
は
適
当
。

　

2
は
適
当
。【
図
に
つ
い
て
の
メ
モ
】
の
一
番
下
に
「
回
答
者
全
体
の
う
ち
Ａ
に
賛
成
し
た
人
の
割
合
は
、
2
0
0
2
年
と
2
0
2
2
年
で
そ
れ
ぞ
れ
63
％
、
64
％
で
あ
る
。」

と
あ
る
。
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3
は
適
当
。
図
4
で
〈
生
ま
れ
た
年
を
基
準
に
し
た
同
じ
世
代
〉
で
比
較
す
る
と
（【
図
に
つ
い
て
の
メ
モ
】
参
照
）、
次
の
よ
う
に
な
る
。

　

二
〇
〇
二
年

		

二
〇
二
二
年

　

20
代
―
86
％	

≫　

	

40
代
―
74
％

　

30
代
―
76
％	

≫　

	

50
代
―
69
％

　

40
代
―
78
％	

≫　

	

60
代
―
60
％

　

50
代
―
64
％	

≫　

	

70
代
―
49
％

　

し
た
が
っ
て
二
〇
二
二
年
の
調
査
で
は
「
外
来
語
が
増
え
る
の
は
当
然
だ
と
回
答
し
た
人
の
割
合
が
低
い
場
合
が
多
い
」
と
い
う
読
み
取
り
は
適
当
。

　

4
は
適
当
で
な
い
。
図
4
で
「
外
来
語
が
増
え
る
の
は
当
然
だ
と
回
答
し
た
人
の
割
合
」
は
、
二
〇
〇
二
年
の
六
〇
歳
以
上
が
42
％
で
あ
る
の
に
対
し
、
二
〇
二
二
年
の
六

〇
代
で
60
％
、
七
〇
代
で
49
％
、
八
〇
歳
以
上
で
44
％
と
、
二
〇
二
二
年
の
方
が
軒
並
み
高
く

0

0

な
っ
て
い
る
。

　

3
の
「
生
ま
れ
た
年
を
基
準
に
し
た
同
じ
年
代
」
で
の
比
較
で
は
な
く
、
4
で
は
比
較
対
象
が
あ
く
ま
で
二
〇
〇
二
年
の
「
六
〇
歳
以
上
」（
42
％
）
で
あ
る
こ
と
に
留
意

す
る
こ
と
。

　

以
上
か
ら
正
解
は
4
。

　

ⅱ　

適
当
な
加
筆
・
修
正
の
方
針
を
選
ぶ
問
題　
　

応
用

さ
ら
に
Ｕ
さ
ん
は
【
文
章
】
全
体
を
読
み
直
し
、
加
筆
・
修
正
し
た
い
と
思
っ
た
こ
と
を
書
き
留
め
た
。
加
筆
の
方
針
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
1

～
3

の

う
ち
か
ら
一
つ
、
修
正
の
方
針
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
4

～
6

の
う
ち
か
ら
一
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
選
べ
。

　　

Ｕ
さ
ん
が
加
筆
・
修
正
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
【
文
章
】
が
、
リ
ー
ド
文
に
あ
る
と
お
り
、「
わ
か
り
や
す
い
言
葉
づ
か
い
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
書
く
」
と
い
う
課
題

に
対
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
り
、「
外
来
語
を
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え
る
提
案
」
を
そ
の
例
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
留
意
す
る
。
つ
ま
り
、
外
来
語
を
そ
の

ま
ま
使
う
よ
り
も
、
言
い
換
え
語
を
用
い
た
方
が
「
わ
か
り
や
す
い
言
葉
づ
か
い
」
に
な
る
場
合
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
Ｕ
さ
ん
の
主
張
に
沿
っ
た
加
筆
・
修
正
の
方
針

に
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
判
断
基
準
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
【
文
章
】
の
内
容
や
【
資
料
Ⅰ
～
Ⅲ
】
と
齟そ

齬ご

（
食
い
違
い
）
を
き
た

さ
な
い
か
ど
う
か
も
考
慮
し
た
上
で
適
当
な
選
択
肢
を
選
ぶ
。
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各
選
択
肢
を
検
討
し
て
い
こ
う
。

　

1
は
「
か
つ
て
言
い
換
え
を
求
め
ら
れ
た
外
来
語
が
そ
の
後
ど
れ
だ
け
定
着
し
た
か
を
示
す
た
め
」
と
い
う
部
分
が
Ｕ
さ
ん
の
主
張
に
反
す
る
。
不
適
当
。

　

2
は
Ｕ
さ
ん
の
主
張
に
沿
っ
た
加
筆
方
針
で
あ
る
た
め
、
適
当
。

　

3
は
「
外
来
語
の
言
い
換
え
が
現
在
で
は
よ
り
一
層
重
要
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
」
の
部
分
が
3
段
落
の
「
外
来
語
を
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え
る
必
要
性
が
今

後
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
反
す
る
。
ま
た
、「【
資
料
Ⅲ
】
を
も
と
に
、
外
来
語
を
頻
繁
に
使
う
人
が
増
加
し
て
い
く
傾
向
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説

明
す
る
」
と
あ
る
が
、【
資
料
Ⅲ
】
か
ら
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
読
み
取
れ
な
い
。
不
適
当
。

　

4
は
リ
ー
ド
文
に
あ
る
「
わ
か
り
や
す
い
言
葉
づ
か
い
に
つ
い
て
自
分
の
考
え
を
書
く
」
と
い
う
課
題
に
対
し
て
の
結
論
と
し
て
、「『
一
つ
一
つ
の
外
来
語
の
意
味
を
適
切

に
理
解
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
』」
は
不
適
当
。
Ｕ
さ
ん
の
主
張
は
〈
外
来
語
を
そ
の
ま
ま
使
う
よ
り
も
、
言
い
換
え
語
を
用
い
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
言
葉
づ
か
い
に

な
る
場
合
が
あ
る
〉
と
い
う
も
の
。

　

5
の
「『
伝
え
る
相
手
や
目
的
に
応
じ
て
語
句
を
使
い
分
け
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
』」
は
、
与
え
ら
れ
た
課
題
に
対
し
て
の
結
論
と
し
て
適
当
で
あ
り
、〈
外
来
語
を
そ

の
ま
ま
使
う
よ
り
も
、
言
い
換
え
語
を
用
い
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
言
葉
づ
か
い
に
な
る
場
合
が
あ
る
〉
と
い
う
Ｕ
さ
ん
の
主
張
と
も
合
致
す
る
。
た
と
え
ば
医
療
関
係
者
同
士

の
会
話
で
あ
れ
ば
「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」
と
い
う
外
来
語
を
そ
の
ま
ま
用
い
て
も
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
医
師
と
患
者
の
会
話
で
あ
れ
ば
「
十
分
な
説
明
を
受
け

た
上
で
の
同
意
」
と
い
う
言
い
換
え
語
を
用
い
た
方
が
わ
か
り
や
す
い
場
合
が
多
い
だ
ろ
う
。
適
当
。

　

6
の
「『
医
師
の
使
う
用
語
の
概
念
が
患
者
に
伝
わ
る
か
に
注
目
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
』」
の
部
分
は
、
与
え
ら
れ
た
課
題
に
対
す
る
結
論
と
し
て
具
体
的
す
ぎ
る
た
め
、

不
適
。「
イ
ン
フ
ォ
ー
ム
ド
コ
ン
セ
ン
ト
」
は
あ
く
ま
で
〈
わ
か
り
や
す
く
言
い
換
え
る
べ
き
外
来
語
〉
の
例
に
す
ぎ
な
い
。

　

以
上
か
ら
、
加
筆
の
方
針
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
が
2
、
修
正
の
方
針
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
が
5
、
こ
の
二
つ
が
正
解
と
な
る
。
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