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２
０
１
５
年
度 

⼤
阪
⼤
学 

前
期 

国
語 

 
Ⅰ  

評
論 

 

 

問
一 

（
ａ
）
手
際 

（
ｂ
）
看
過 

（
ｃ
）
繊
細 

（
ｄ
）
無
邪
気 

（
ｅ
）
止
揚 

問
二 

ウ 

問
三 

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
演
奏
は
、
演
奏
者
の
手
で
も
と
の
楽
譜
に
囚
わ
れ
な
い
新
た

な
美
を
宿
し
た
時
点
か
ら
、
原
作
と
は
独
立
に
評
価
を
得
る
と
い
う
こ
と
。 

（
60
字
） 

問
四 

最
晩
年
の
チ
ェ
リ
ビ
ダ
ッ
ケ
に
よ
る
ラ
ヴ
ェ
ル
版
の
『
展
覧
会
の
絵
』
の
演
奏
に

つ
い
て
、
効
果
的
な
編
曲
の
妙
を
生
か
し
な
が
ら
そ
の
と
き
そ
の
場
所
で
音
楽
が

生
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
そ
の
深
遠
さ
を
、「
音
楽
と
は
経
験
で

あ
る
」
と
い
う
彼
の
言
葉
を
引
き
つ
つ
、
彼
が
作
曲
家
・
指
揮
者
・
演
奏
家
・
聴

衆
と
い
っ
た
区
別
な
し
に
、
携
わ
る
全
員
が
一
体
に
な
る
と
い
う
境
地
へ
至
っ
た

ゆ
え
の
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
も
の
の
、
そ
の
演
奏
を
録
音
で
聴
い
た
の
み
で
彼

の
音
楽
を
「
経
験
」
し
た
わ
け
で
な
い
筆
者
は
、
自
身
の
主
張
が
つ
ま
る
と
こ
ろ

推
測
に
過
ぎ
ず
、
完
全
な
説
得
力
を
原
理
的
に
も
ち
え
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
か

ら
。
（
250
字
） 

  

  

【
Ａ
】 

演
奏
に
よ
る
楽
譜
を
超
え
た
美
の
創
造
（
第
１
・
第
２
段
落
） 

 

演
奏
す
る
と
い
う
行
為
の
本
質
は
、
楽
譜
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
や
そ
の
制
作
意
図
を

可
能
な
限
り
再
現
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
楽
譜
に
も
と
づ
き
な
が
ら
も
新
た
に

解
釈
を
加
え
る
こ
と
で
美
を
創
造
す
る
こ
と
だ
。
演
奏
に
は
、
楽
譜
に
込
め
ら
れ
た
理
念

の
具
体
化
と
し
て
の
側
面
も
存
在
す
る
し
、
そ
の
次
元
に
お
い
て
演
奏
は
楽
譜
を
も
と
に

批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
、
楽
譜
を
乗
り
越
え
た
美
の
創
造
と
い
う
観
点
に
立
て
ば
、
演
奏

は
楽
譜
を
基
準
と
し
た
評
価
か
ら
解
放
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

  

傾
向
と
対
策

出

典

所
要
時
間

難

易

度

大
阪
大
学
（
文
系
‐
文
学
部
以
外
）
の
国
語
で
は
例
年
、
大
問
一
・

ニ
で
現
代
文
（
評
論
）
が
出
題
さ
れ
て
い
る
。
出
題
形
式
は
毎
年
異
な

る
が
、
二
つ
の
大
問
の
中
で
、
漢
字
や
語
句
に
つ
い
て
の
知
識
か
ら
長

短
の
論
述
ま
で
、
幅
広
い
形
式
で
の
出
題
が
な
さ
れ
て
い
る
。
漢
字
・

語
句
な
ど
の
知
識
を
問
う
問
題
で
の
失
点
が
目
立
つ
場
合
、
そ
も
そ

も
の
知
識
不
足
に
よ
っ
て
正
確
な
読
解
が
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
る

た
め
、
ま
ず
は
早
急
に
知
識
を
つ
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
必
要
な

知
識
が
身
に
つ
い
て
い
る
な
ら
ば
、
適
切
な
読
解
・
表
現
の
練
習
を
重

ね
る
こ
と
で
十
分
に
得
点
で
き
る
よ
う
に
な
る
は
ず
だ
。 

 

許
光
俊
『
ク
ラ
シ
ッ
ク
魔
の
遊
戯
あ
る
い
は
標
題
音
楽
の
現
象
学
』

か
ら
の
出
題
。
許
光
俊
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
評
論
家
・
文
芸
評
論
家

で
、
近
代
の
諸
芸
術
と
芸
術
批
評
を
専
門
と
し
て
い
る
。 

30
分  

★
★
★
☆
☆ 

解
答 

本
文
解
説 

段
落
解
説 
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【
Ｂ
】 

Ⅰ 
ラ
ヴ
ェ
ル
版
『
展
覧
会
の
絵
』（
第
１
～
第
５
段
落
） 

ピ
ア
ノ
独
奏
の
た
め
に
書
か
れ
た
ム
ソ
ル
グ
ス
キ
ー
の
『
展
覧
会
の
絵
』
は
、
現
在
に

至
る
ま
で
数
々
の
作
曲
家
に
よ
っ
て
オ
ー
ケ
ス
ト
ラ
用
に
編
曲
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
中
で

も
特
に
愛
さ
れ
て
い
る
の
が
、
ラ
ヴ
ェ
ル
に
よ
っ
て
編
曲
さ
れ
た
も
の
だ
。
ム
ソ
ル
グ
ス

キ
ー
が
ピ
ア
ノ
の
み
で
作
り
だ
し
た
世
界
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、
ラ
ヴ
ェ
ル
版
は
楽
器

法
の
効
果
に
富
ん
だ
、
非
常
に
き
ら
び
や
か
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
ラ
ヴ
ェ
ル
の
編
曲

は
素
晴
ら
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
曲
の
演
奏
の
多
く
が
ラ
ヴ
ェ
ル
の
編
曲
の
効
果
に

依
存
し
、
そ
の
枠
を
出
な
い
つ
ま
ら
な
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
嘆
か
わ

し
い
。 

 

Ⅱ 

最
晩
年
の
チ
ェ
リ
ビ
ダ
ッ
ケ
に
よ
る
『
展
覧
会
の
絵
』（
第
６
～
第
９
段
落
） 

 

し
か
し
そ
ん
な
中
、
一
九
九
三
年
の
チ
ェ
リ
ビ
ダ
ッ
ケ
に
よ
る
演
奏
は
、
ラ
ヴ
ェ
ル
の

編
曲
の
妙
を
示
し
つ
つ
独
自
の
美
を
創
造
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
珍
し
い
例
だ
。
演
奏
家

と
聴
衆
と
が
呼
吸
を
合
わ
せ
て
、
そ
の
と
き
そ
の
場
所
で
音
楽
を
生
み
出
す
か
の
よ
う
な

演
奏
は
、
彼
の
「
音
楽
と
は
経
験
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。 

 

 

【
Ａ
】 

演
奏
す
る
と
い
う
行
為
は
、
楽
譜
の
正
確
な
再
現
を
試
み
る
こ
と
で
は
な
く
、
楽
譜
を

も
と
に
独
自
の
解
釈
を
加
え
、
原
作
に
囚
わ
れ
な
い
新
た
な
美
を
創
造
す
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
演
奏
を
伴
わ
ざ
る
を
え
な
い
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
本
質
で
あ
る
。 

（
100
字
） 

【
Ｂ
】 

ラ
ヴ
ェ
ル
版
の
『
展
覧
会
の
絵
』
の
演
奏
は
、
彼
の
編
曲
の
妙
に
依
存
し
た
つ
ま
ら
な

い
も
の
ば
か
り
だ
が
、
チ
ェ
リ
ビ
ダ
ッ
ケ
に
よ
る
も
の
は
例
外
的
に
素
晴
ら
し
い
。
彼
の

演
奏
は
、
会
場
に
い
る
全
員
で
一
体
と
な
っ
て
音
楽
を
創
造
す
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。 

（
100
字
） 

 

 

―
出
典
：『
広
辞
苑 

第
六
版
』
（
岩
波
書
店
） 

 

畢
竟

ひ
っ
き
ょ
う 

つ
ま
る
と
こ
ろ
。
つ
ま
り
。
所
詮
。
結
局
。 

弁
証
法 

意
見
と
反
対
意
見
と
の
対
立
と
矛
盾
を
通
じ
て
、
よ
り
高
い
段
階
の
認
識
に
至

る
哲
学
的
方
法
。 

 

  

問
一 

解
答 

（
ａ
）
手
際 

（
ｂ
）
看
過 

（
ｃ
）
繊
細 

（
ｄ
）
無
邪
気 

（
ｅ
）
止
揚 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

知
識
・
教
養 

 

 

（
ａ
）（
ｃ
）（
ｄ
）
は
、
カ
タ
カ
ナ
で
書
か
れ
た
傍
線
部
か
ら
ど
ん
な
単
語
か
迷
う
こ

と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
き
っ
ち
り
得
点
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
逆
に
、（
ｂ
）
（
ｅ
）

は
迷
っ
た
り
わ
か
ら
な
か
っ
た
り
す
る
人
も
多
い
だ
ろ
う
と
思
う
。
（
ｂ
）
の
「
看
過
」

は
「
見
過
ご
す
」
と
い
う
意
味
の
熟
語
で
あ
る
。
同
音
異
義
語
に
「
感
化
」
が
あ
る
が
、

音
楽
の
宿
命
が
い
か
に
決
定
的
で
あ
る
か
を
強
調
さ
せ
る
文
脈
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

る
と
、
こ
こ
で
は
当
た
ら
な
い
。
（
ｅ
）
の
「
止
揚
」
は
弁
証
法
で
使
わ
れ
る
用
語
で
、

ざ
っ
く
り
言
う
と
す
れ
ば
「
対
立
す
る
考
え
ど
う
し
を
統
合
し
て
、
よ
り
よ
い
考
え
を
生

み
出
す
こ
と
」
と
い
っ
た
説
明
に
な
る
（
こ
こ
で
は
哲
学
的
に
厳
密
な
説
明
に
立
ち
入
ら

百
字
要
旨 

用
語
解
説 

設
問
解
説 

解
説 
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な
い
）
。
「
使
用
」
「
私
用
」
「
仕
様
」
と
い
っ
た
同
音
異
義
語
を
書
い
た
人
は
、「
止
揚
」

と
い
う
語
を
知
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
が
、
知
っ
て
い
て
損
の
な
い
概
念
で
あ

る
か
ら
こ
れ
を
機
に
覚
え
て
お
き
た
い
。 

 

問
二 

解
答 

ウ 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

知
識
・
教
養 

 
 

傍
線
部
の
「
改
竄
」
は
「
も
と
も
と
あ
る
も
の
を
不
当
に
改
め
な
お
す
こ
と
」
と
い
う

意
味
の
語
で
あ
る
。
ア
の
「
糊
塗
」
は
「
誤
り
を
ご
ま
か
す
こ
と
」
の
よ
う
な
意
味
な
の

で
不
適
。
イ
の
「
窮
鼠
」
は
「
追
い
詰
め
ら
れ
た
ね
ず
み
」
の
こ
と
な
の
で
不
適
。
エ
の

「
改
訂
」
は
「
内
容
を
改
め
る
こ
と
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
が
、「
不
当
に
」
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
持
た
な
い
た
め
不
適
。
オ
の
「
捏
造
」
は
「
本
当
は
な
い
こ
と
を
で
っ
ち
あ
げ
る

こ
と
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、
紛
ら
わ
し
い
が
不
適
。
ウ
の
「
歪
曲
」
は
「
こ
と
が
ら
を

意
図
的
に
ゆ
が
め
、
曲
げ
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
な
の
で
、「
改
竄
」
の
言
い
換
え
と
し

て
選
択
肢
の
中
で
最
も
適
当
で
あ
る
。 

 

問
三 

解
答 

ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
演
奏
は
、
演
奏
者
の
手
で
も
と
の
楽
譜
に
囚
わ
れ
な
い
新
た

な
美
を
宿
し
た
時
点
か
ら
、
原
作
と
は
独
立
に
評
価
を
得
る
と
い
う
こ
と
。 

（
60
字
） 

難
易
度 

★
★
★
★
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型
・
具
体
化
型 

解
答
範
囲 

【
Ａ
】
（
特
に
第
２
段
落
） 

 

こ
の
問
題
で
は
本
文
と
設
問
を
読
ん
で
第
一
に
、
「
現
象
」
と
「
理
念
」
と
の
関
係
を

き
ち
ん
と
整
理
し
て
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
立
て
が
立
つ
と
思
う
。
相
当
文
章

を
読
み
慣
れ
て
い
る
人
で
も
な
い
限
り
、
第
２
段
落
を
一
読
し
た
段
階
で
は
こ
ん
が
ら
が

っ
て
よ
く
わ
か
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
解
答
作
成
を
焦
ら
ず
、
本
文
の
論
理
関
係
を
じ
っ

く
り
と
理
解
し
て
い
こ
う
。 

 

第
１
段
落
で
は
、
演
奏
と
い
う
行
為
の
楽
譜
に
対
す
る
二
種
類
の
ス
タ
ン
ス
を
挙
げ
て

い
る
。「
楽
譜
の
正
確
な
再
現
を
試
み
る
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
と
、「
楽
譜
を
乗
り
越
え
た

美
の
創
造
」
と
い
う
ス
タ
ン
ス
と
で
あ
る
。
ま
た
、
前
者
が
譲
歩
の
構
文
で
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
か
ら
、
筆
者
と
し
て
は
後
者
を
推
し
た
い
の
だ
ろ
う
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

第
２
段
落
は
「
し
か
し
な
が
ら
、」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
ま
る
。
こ
こ
で
あ
る
程
度
現

代
文
を
解
き
慣
れ
て
い
る
人
で
あ
れ
ば
、「
逆
接
の
後
に
本
当
に
言
い
た
い
こ
と
が
来
る

の
だ
ろ
う
な
、
つ
ま
り
、
第
１
段
落
で
推
し
て
い
た
、
原
作
を
乗
り
越
え
た
美
の
創
造
と

し
て
の
演
奏
の
あ
り
方
は
不
適
切
で
…
…
」
と
い
う
ふ
う
に
読
み
の
方
向
を
定
め
て
し
ま

う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
こ
は
注
意
が
必
要
な
と
こ
ろ
で
あ
る
。
文
章
の
内
容
の

み
を
吟
味
す
れ
ば
、
第
２
段
落
２
文
目
以
降
の
内
容
は
第
１
段
落
の
主
張
を
補
強
す
る
も

の
で
あ
り
、
第
２
段
落
１
文
目
の
内
容
は
、
第
２
段
落
２
文
目
以
降
の
主
張
を
補
強
し
て

い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
の
「
し
か
し
な
が
ら
、」
は
実
質
的
に
逆
接
と
し
て
機
能
し
て
お

ら
ず
、
あ
え
て
目
を
つ
ぶ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
（
こ
の
よ
う
な
用
法

で
「
し
か
し
」「
し
か
し
な
が
ら
」
を
使
う
の
は
非
常
に
ま
れ
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
が
、「
し

か
し
今
日
は
い
い
天
気
で
す
ね
」
「
し
か
し
な
が
ら
、
生
き
る
と
い
う
の
は
大
変
な
こ
と

だ
」
と
い
う
よ
う
な
例
が
存
在
す
る
。） 

第
２
段
落
の
前
半
で
は
、「
演
奏
・
実
際
の
音
」
と
「
原
作
」
と
の
弁
証
法
め
い
た
関

係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
た
、
後
半
で
は
「
現
象
」
と
「
理
念
」

解
説 

解
説 
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と
の
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
前
半
部
と
後
半
部
と
を
結
ぶ
の
が
、
第
２
段

落
６
文
目
の
「
あ
る
い
は
言
い
換
え
る
な
ら
、」
と
い
う
文
言
で
あ
る
。
第
２
段
落
６
・

７
文
目
か
ら
、「
演
奏
」
「
原
作
」
が
そ
れ
ぞ
れ
「
現
象
」
「
理
念
」
に
対
応
し
て
い
る
こ

と
が
わ
か
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
第
２
段
落
に
お
い
て
二
回
に
わ
た
り
述
べ
ら
れ
て
い
る

「
演
奏
・
現
象
」
と
「
原
作
・
理
念
」
と
の
関
係
を
追
う
べ
き
で
あ
る
と
わ
か
る
。 

 

さ
て
、
そ
ろ
そ
ろ
解
答
作
成
へ
向
け
た
読
み
を
し
て
い
こ
う
。
ま
ず
、
傍
線
部
に
対
し

て
最
低
限
施
す
べ
き
換
言
の
処
理
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
。「
現
象
・
理
念
」「
あ
る
地
点

で
身
を
も
ぎ
離
す
」
の
二
点
を
適
切
に
換
言
す
る
必
要
が
あ
る
。「
現
象
・
理
念
」
が
「
演

奏
・
原
作
」
と
換
言
さ
れ
る
こ
と
は
す
で
に
ふ
れ
た
。
「
あ
る
地
点
で
身
を
も
ぎ
離
す
」

に
つ
い
て
は
少
し
考
え
な
い
と
い
け
な
い
。
直
前
の
部
分
を
読
む
と
、
「
あ
る
地
点
」
に

達
す
る
ま
で
は
「
理
念
を
基
準
と
し
て
現
象
を
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
内
容

が
読
み
取
れ
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
現
象
の
評
価
に
は
理
念
の
存
在
が
つ
い
て
回
る
と
い

う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
か
ら
、「
身
を
も
ぎ
離
す
」
は
「
現
象
に
対
す
る
評
価
基
準

と
し
て
の
理
念
の
無
効
化
」
を
意
味
す
る
の
で
は
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
で

傍
線
部
直
後
に
目
を
向
け
る
と
、
「
あ
る
地
点
に
達
し
て
身
を
も
ぎ
離
し
た
ら
、
理
念
と

現
象
と
い
う
関
係
が
解
消
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
が
、
こ
れ
は
、
現
象
の
評
価

の
際
に
理
念
が
無
関
係
と
な
る
こ
と
の
帰
結
で
あ
り
、
推
測
が
正
し
そ
う
だ
と
判
断
で
き

る
。
で
は
、
判
断
基
準
と
し
て
の
理
念
が
無
効
化
さ
れ
る
「
あ
る
地
点
」
と
は
何
だ
ろ
う

か
。
こ
れ
は
第
１
段
落
を
読
ん
で
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
第
１
段
落
で
は
、
ア
ー
ヨ
や
イ
・

ム
ジ
チ
に
よ
る
原
作
通
り
で
な
い
演
奏
に
対
す
る
、
極
端
な
評
価
の
例
が
二
つ
上
が
っ
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、「
冒
涜
で
あ
り
改
竄
で
し
か
な
い
」
と
「
こ
の
う
え
な
く
意
義
の
あ

る
も
の
」
と
の
二
つ
だ
。
こ
の
二
つ
の
評
価
を
分
け
る
も
の
は
た
だ
一
点
、
演
奏
が
新
た

に
創
造
す
る
美
を
重
視
す
る
か
ど
う
か
、
承
認
す
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ

こ
か
ら
、
傍
線
部
の
「
あ
る
地
点
」
は
、「
演
奏
に
よ
る
新
た
な
美
の
創
造
が
認
め
ら
れ

た
時
点
」
と
い
っ
た
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

こ
こ
ま
で
の
要
素
を
つ
な
げ
て
、
字
数
制
限
を
満
た
す
よ
う
に
推
敲
す
る
と
、
「
ク
ラ

シ
ッ
ク
音
楽
の
演
奏
は
、
演
奏
者
の
手
で
も
と
の
楽
譜
に
囚
わ
れ
な
い
新
た
な
美
を
宿
し

た
時
点
か
ら
、
原
作
と
は
独
立
に
評
価
を
得
る
と
い
う
こ
と
。」（
60
字
）
と
な
る
の
で
、

こ
れ
を
解
答
と
す
る
。 

《
解
答
要
素
》 

① 

「
現
象
・
理
念
」
を
「
演
奏
・
原
作
」
と
具
体
化
し
て
い
る
こ
と
。 

② 

「
あ
る
地
点
」
が
「
新
た
な
美
が
創
造
さ
れ
た
時
点
」
で
あ
る
こ
と
に
ふ
れ
て
い
る

こ
と
。 

③ 

「
身
を
も
ぎ
離
す
」
が
「
現
象
の
評
価
基
準
と
し
て
の
理
念
の
無
効
化
」
で
あ
る

こ
と
に
ふ
れ
て
い
る
こ
と
。 

《
参
照
箇
所
》 

① 

第
２
段
落
６
・
７
文
目 

② 

第
１
段
落 

③ 

第
２
段
落
９
文
目 

 

問
四 

解
答 

最
晩
年
の
チ
ェ
リ
ビ
ダ
ッ
ケ
に
よ
る
ラ
ヴ
ェ
ル
版
の
『
展
覧
会
の
絵
』
の
演
奏
に

つ
い
て
、
効
果
的
な
編
曲
の
妙
を
生
か
し
な
が
ら
そ
の
と
き
そ
の
場
所
で
音
楽
が

生
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
そ
の
深
遠
さ
を
、「
音
楽
と
は
経
験
で

あ
る
」
と
い
う
彼
の
言
葉
を
引
き
つ
つ
、
彼
が
作
曲
家
・
指
揮
者
・
演
奏
家
・
聴

衆
と
い
っ
た
区
別
な
し
に
、
携
わ
る
全
員
が
一
体
に
な
る
と
い
う
境
地
へ
至
っ
た

ゆ
え
の
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
も
の
の
、
そ
の
演
奏
を
録
音
で
聴
い
た
の
み
で
彼

の
音
楽
を
「
経
験
」
し
た
わ
け
で
な
い
筆
者
は
、
自
身
の
主
張
が
つ
ま
る
と
こ
ろ

推
測
に
過
ぎ
ず
、
完
全
な
説
得
力
を
原
理
的
に
も
ち
え
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
か

ら
。
（
250
字
） 
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難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型
・
理
由
説
明
型 

解
答
範
囲 

【
Ｂ
】 

 
 

こ
の
問
題
は
200
～
250
字
と
い
う
、
比
較
的
多
め
の
分
量
の
字
数
指
定
が
な
さ
れ
て
い

る
。
「
そ
ん
な
に
た
く
さ
ん
何
を
書
け
ば
い
い
の
か
」
と
困
っ
て
し
ま
う
人
も
い
る
だ
ろ

う
が
、
そ
の
場
合
、「
何
が
問
わ
れ
て
い
る
か
」
を
き
ち
ん
と
理
解
で
き
て
い
な
い
可
能

性
が
高
い
。
設
問
は
必
ず
説
明
に
そ
れ
だ
け
の
字
数
が
必
要
な
内
容
を
問
う
て
い
る
は
ず

で
あ
る
か
ら
、
し
っ
か
り
と
「
何
が
問
わ
れ
て
い
る
か
」
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、

設
定
さ
れ
た
字
数
の
分
量
は
問
題
で
な
く
な
る
は
ず
だ
。
（
そ
の
上
で
難
し
い
問
題
は
も

ち
ろ
ん
あ
る
。） 

 

さ
て
、「
何
が
問
わ
れ
て
い
る
か
」
を
考
え
よ
う
。
本
問
は
「
な
ぜ
」
を
問
う
問
題
で

あ
る
が
、
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
「
～
と
筆
者
が
言
う
の
は
な
ぜ
か
。
【
Ｂ
】
の
文
章
か
ら

考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
を
～
述
べ
な
さ
い
」
と
い
う
問
い
方
だ
。
本
問
は
、
傍
線
部
の
内
容

に
つ
い
て
直
接
「
な
ぜ
」
と
問
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
容
を
筆
者
が
わ
ざ
わ
ざ
述
べ
た

と
い
う
事
実
に
「
な
ぜ
」
を
突
き
付
け
る
問
い
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
「
な
ぜ
」
の
理

由
は
【
Ｂ
】
の
文
章
を
読
ん
で
、
自
分
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
設
問
文
を
読
ん
だ
時
点

で
、
本
文
中
に
明
示
さ
れ
た
因
果
関
係
を
ま
と
め
る
タ
イ
プ
の
「
な
ぜ
」
で
は
な
い
こ
と

を
読
み
取
り
、
強
く
意
識
し
た
う
え
で
解
答
作
成
に
入
っ
て
ほ
し
い
。 

 

で
は
、「
な
ぜ
」
と
そ
の
理
由
と
に
つ
い
て
考
え
を
進
め
る
。
傍
線
部
を
含
む
一
文
を

読
む
と
、
こ
の
文
が
何
か
を
譲
歩
す
る
気
分
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
そ
の
「
何
か
を
譲
歩
す
る
気
分
」
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

で
は
そ
も
そ
も
、
譲
歩
と
い
う
も
の
は
何
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
自
分
の

主
張
に
対
し
て
予
想
さ
れ
る
反
論
を
、
前
も
っ
て
防
ぐ
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ

と
は
、
「
本
文
【
Ｂ
】
に
対
し
て
、
傍
線
部
の
文
言
で
防
い
だ
り
弱
め
た
り
で
き
る
反
論

が
予
想
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
を
書
け
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

早
速
そ
の
反
論
ポ
イ
ン
ト
を
探
し
出
そ
う
。
傍
線
部
を
含
む
一
文
は
「
彼
が
死
ん
で
～
」

と
い
う
文
言
で
始
ま
っ
て
お
り
、
傍
線
部
の
内
容
は
こ
の
「
彼
」
、
す
な
わ
ち
チ
ェ
リ
ビ

ダ
ッ
ケ
に
つ
い
て
の
記
述
に
ま
つ
わ
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
該

当
箇
所
を
中
心
に
読
め
ば
よ
い
だ
ろ
う
と
あ
た
り
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
読
ん
で
い

く
と
、
筆
者
は
本
文
【
Ｂ
】
の
後
半
で
、
チ
ェ
リ
ビ
ダ
ッ
ケ
の
演
奏
の
素
晴
ら
し
さ
に
つ

い
て
ひ
た
す
ら
述
べ
て
お
り
、
最
後
に
は
「
経
験
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
会
場
全
体
の

一
体
感
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
こ
で
一
つ
、
疑
問
に
思
っ
て
も
ら
い
た
い

と
こ
ろ
が
あ
る
。
「
こ
の
筆
者
自
身
は
チ
ェ
リ
ビ
ダ
ッ
ケ
の
音
楽
を
実
際
に
会
場
で
聴
衆

と
し
て
『
経
験
』
し
て
い
る
の
か
？
」
と
い
う
点
で
あ
る
。
答
え
は
ノ
ー
だ
。
筆
者
は
、

演
奏
を
録
音
で
聴
い
て
、
そ
こ
か
ら
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、

「
実
際
に
そ
の
場
に
い
な
か
っ
た
人
間
が
、
録
音
を
聴
い
た
だ
け
で
、
会
場
の
一
体
感
の

よ
う
な
も
の
を
論
じ
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
は
？
」
と
い
う
、
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
反
論

が
予
想
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
だ
。 

こ
こ
ま
で
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
あ
と
は
字
数
に
沿
う
よ
う
に
う
ま
く
解
答
を

構
成
す
れ
ば
よ
い
。
チ
ェ
リ
ビ
ダ
ッ
ケ
に
よ
る
ラ
ヴ
ェ
ル
版
『
展
覧
会
の
絵
』
の
演
奏
に

対
す
る
筆
者
の
評
価
を
【
Ｂ
】
全
体
の
要
約
の
よ
う
な
形
で
ま
と
め
、
そ
の
後
、
そ
の
評

価
の
根
拠
が
弱
い
こ
と
に
つ
い
て
の
自
覚
と
い
う
要
素
を
付
加
す
れ
ば
解
答
と
な
る
。
こ

こ
で
は
、
以
下
を
解
答
と
す
る
。
「
最
晩
年
の
チ
ェ
リ
ビ
ダ
ッ
ケ
に
よ
る
ラ
ヴ
ェ
ル
版
の

『
展
覧
会
の
絵
』
の
演
奏
に
つ
い
て
、
効
果
的
な
編
曲
の
妙
を
生
か
し
な
が
ら
そ
の
と
き

そ
の
場
所
で
音
楽
が
生
ま
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
さ
せ
る
そ
の
深
遠
さ
を
、
「
音
楽

と
は
経
験
で
あ
る
」
と
い
う
彼
の
言
葉
を
引
き
つ
つ
、
彼
が
作
曲
家
・
指
揮
者
・
演
奏
家
・

聴
衆
と
い
っ
た
区
別
な
し
に
、
携
わ
る
全
員
が
一
体
に
な
る
と
い
う
境
地
へ
至
っ
た
ゆ
え

の
も
の
で
あ
る
と
論
じ
た
も
の
の
、
そ
の
演
奏
を
録
音
で
聴
い
た
の
み
で
彼
の
音
楽
を

「
経
験
」
し
た
わ
け
で
な
い
筆
者
は
、
自
身
の
主
張
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
推
測
に
過
ぎ
ず
、

解
説 
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完
全
な
説
得
力
を
原
理
的
に
も
ち
え
な
い
と
自
覚
し
て
い
る
か
ら
。」
（
250
字
） 

 《
解
答
要
素
》 

① 

一
九
九
三
年
の
演
奏
に
対
す
る
筆
者
の
評
価
が
、
「
経
験
」
の
部
分
に
重
き
を
置
い

て
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
。 

② 

筆
者
は
一
九
九
三
年
の
演
奏
を
録
音
で
聴
い
た
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ふ
れ

て
い
る
こ
と
。 

③ 

②
の
内
容
ゆ
え
に
①
の
内
容
が
説
得
力
を
欠
い
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

の
筆
者
の
理
解
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
。 

《
参
照
箇
所
》 

① 

【
Ｂ
】
全
体
（
特
に
第
９
段
落
） 

② 

第
６
段
落 

③ 

な
し 

 

（
森
慎
太
郎
、
丸
岡
賢
人
、
梶
凌
慎
） 
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２
０
１
５
年
度 

⼤
阪
⼤
学 

前
期 

国
語 

 
Ⅱ  

評
論 

 

 

問
一 

(

Ｙ)

科
学
的
二
元
論
に
お
い
て
意
識
と
区
分
さ
れ
た
物
的
自
然
の
概
念
で
は
、
感

覚
は
事
物
と
し
て
「
自
然
」
に
存
在
し
え
な
い
（
47
字
） 

(

Ｎ)

私
た
ち
は
日
常
的
常
識
で
感
覚
が
物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
と

し
て
「
自
然
」
に
存
在
す
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
（
48
字
） 

問
二 

事
物
は
感
覚
的
性
質
を
持
た
ず
、
感
覚
を
ひ
き
お
こ
す
性
質
の
み
持
つ
と
す
る
結

論
は
、
感
覚
が
物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
だ
と
確
信
す
る
私
た
ち
の
日

常
的
常
識
に
反
し
て
、
一
方
を
物
的
自
然
、
他
方
を
感
覚
や
意
志
や
感
情
や
思
想
、

一
括
し
て
意
識
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
区
分
す
る
徹
底
し
た
科
学
的
二
元
論
に
基

づ
い
て
、
感
覚
を
物
的
自
然
か
ら
剥
離
さ
せ
て
い
る
か
ら
。
（
147
字
） 

問
三 

ウ 

問
四 

私
た
ち
は
感
覚
を
物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
と
確
信
す
る
日
常
的
常

識
を
よ
そ
に
物
的
自
然
の
概
念
を
た
て
意
識
と
区
分
す
る
徹
底
し
た
科
学
的
二

元
論
を
科
学
的
常
識
と
し
て
受
け
入
れ
、
日
常
的
に
両
者
を
適
当
に
使
い
分
け
て

い
る
。
し
か
し
非
日
常
的
に
緊
張
し
た
場
面
で
科
学
的
二
元
論
は
常
識
に
お
ぼ
ろ

な
不
安
を
感
じ
さ
せ
る
奇
怪
な
思
想
を
生
ん
で
お
り
、
科
学
的
二
元
論
が
い
か
な

る
も
の
で
あ
る
か
正
視
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
思
想
に
立
向
う
こ
と
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
か
ら
。
（
193
字
） 

 

傾
向
と
対
策

出

典

所
要
時
間

難

易

度

自
然
科
学
の
見
方
に
関
す
る
文
章
で
あ
っ
た
。
前
半
で
は
自
然
が

無
色
無
味
無
臭
の
微
粒
子
か
ど
う
か
に
関
す
る
議
論
が
や
や
冗
長
に

続
い
た
が
、
論
理
の
流
れ
は
明
快
で
論
旨
を
掴
む
の
は
そ
れ
ほ
ど
難

し
く
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
大
阪
大
学
で
は
自
然
科
学
に
関
す
る
問
題

が
頻
出
す
る
の
で
、
核
と
な
る
考
え
方
は
押
さ
え
て
お
こ
う
。 

 

問
一
は
肯
定
・
否
定
双
方
の
立
場
か
ら
理
由
を
説
明
さ
せ
る
問
題

で
あ
っ
た
。
読
ん
で
い
る
部
分
が
問
い
を
肯
定
す
る
論
な
の
か
、
否
定

す
る
論
な
の
か
、
意
識
し
な
が
ら
読
む
必
要
が
あ
っ
た
。
問
二
・
問
四

は
字
数
の
多
い
問
題
で
、
比
較
的
広
い
範
囲
か
ら
解
答
を
作
成
す
る

こ
と
に
な
り
、
論
旨
明
快
な
解
答
を
書
く
こ
と
が
で
き
る
か
が
試
さ

 

『
大
森
荘
蔵
著
作
集
第
五
巻
』
に
よ
る
。
大
森
荘
蔵
（
１
９
２
１
～

１
９
９
７
）
は
岡
山
県
生
ま
れ
の
哲
学
者
。
東
京
帝
国
大
学
（
現
東
京

大
学
）
理
学
部
物
理
学
科
・
東
京
帝
国
大
学
文
学
部
哲
学
科
を
卒
業
し

東
京
大
学
教
授
も
務
め
た
。
物
的
自
然
に
偏
っ
た
二
元
論
的
な
科
学

の
見
方
を
批
判
し
、
自
然
と
私
を
一
体
と
す
る
一
元
論
を
展
開
し
た
。

『
流
れ
と
よ
ど
み
』『
時
間
と
自
我
』『
時
間
と
存
在
』
な
ど
を
著
書
と

す
る
。 

30
分 

★
★
★
☆
☆ 

傾
向
と
対
策

た
が
、
本
文
の
順
番
の
ま
ま
記
述
す
れ
ば
よ
く
、
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。 

 

短
い
制
限
時
間
の
中
で
筋
の
通
っ
た
解
答
を
書
け
る
よ
う
、
過
去

問
を
中
心
に
演
習
を
積
ん
で
ほ
し
い
。 

解
答 

 



2015 年度 ⼤阪⼤学 前期 国語(⽂系-⽂学部以外) □Ⅱ  

 

©Foresight Inc. 
本サービス・コンテンツの知的財産権その他一切の権利は 

株式会社フォーサイトに帰属し，無断転載・引用を禁止します。 2 

  
Ⅰ 
自
然
は
無
色
無
味
無
臭
の
微
粒
子
か
（
第
１
段
落
～
第
９
段
落
） 

 

導
入
と
し
て
自
然
科
学
の
見
方
が
紹
介
さ
れ
る
。
自
然
科
学
の
発
達
は
、「
自
然
」
概

念
そ
の
も
の
を
変
貌
さ
せ
た
。
自
然
科
学
の
見
方
で
は
、
赤
熱
の
太
陽
も
、
紺
碧
の
海
も
、

太
陽
や
海
が
赤
く
青
い
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
か
ら
の
電
磁
波
が
網
膜
に
結
像
し
て
発
生

す
る
神
経
パ
ル
ス
に
よ
っ
て
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
色
の
感
覚
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
太
陽

や
海
自
体
は
無
色
無
味
無
臭
の
微
粒
子
の
集
ま
り
に
す
ぎ
な
い
。 

前
述
の
よ
う
に
自
然
科
学
は
無
色
無
味
無
臭
の
微
粒
子
か
ら
な
る
物
的
自
然
の
概
念

を
た
て
、
そ
こ
で
は
色
や
音
の
よ
う
な
感
覚
は
私
た
ち
の
神
経
に
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
も
の

に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
本
当
に
感
覚
は
脳
を
つ
く
る
粒
子
の
様
々
な
運

動
に
す
ぎ
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
と
筆
者
は
問
う
。
「
自
然
」
は
音
も
な
く
、
味
も
な
く
、

色
も
な
く
存
在
し
、
私
た
ち
の
感
覚
を
ひ
き
お
こ
す
だ
け
な
の
だ
ろ
う
か
。 

 

以
降
第
９
段
落
ま
で
音
・
色
と
い
う
感
覚
を
例
に
自
然
科
学
に
お
い
て
「
自
然
」
が
私

た
ち
の
感
覚
を
ひ
き
お
こ
す
性
質
し
か
持
た
な
い
こ
と
が
示
さ
れ
る
。 

音
の
感
覚
を
考
え
る
。
鈴
の
「
チ
リ
ン
チ
リ
ン
」
と
い
う
音
は
「
物
」
で
は
な
い
。
音

は
血
や
月
の
よ
う
に
「
物
」
と
し
て
で
る
こ
と
も
で
き
な
い
し
、
電
波
が
で
る
出
方
と
も

異
な
る
。
物
的
自
然
の
概
念
上
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
音
は
「
自
然
」
の
中
の
事
物
で

は
あ
り
え
な
い
。
「
音
が
す
る
」
の
は
自
然
の
中
の
出
来
事
で
は
な
く
、
感
覚
の
中
の
出

来
事
な
の
で
あ
る
。 

 Ⅱ 

二
元
論
と
い
う
非
常
識
（
第
10
段
落
～
第
12
段
落
） 

 

事
物
は
私
た
ち
に
感
覚
を
「
ひ
き
お
こ
す
性
質
」
を
持
っ
て
い
る
だ
け
だ
と
す
る
結
論

に
つ
い
て
筆
者
は
非
常
識
の
も
の
に
み
え
る
と
言
う
。
第
10
段
落
の
み
で
は
筆
者
の
言

わ
ん
と
す
る
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
第
11
段
落
で
非
常
識
と
は
す
な
わ
ち
徹

底
し
た
二
元
論
で
あ
る
こ
と
が
語
ら
れ
、
第
12
段
落
で
二
元
論
が
科
学
的
常
識
と
し
て

呑
み
こ
ま
れ
、
日
常
的
常
識
と
科
学
的
常
識
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ

る
。 常

識
は
一
方
で
「
物
的
自
然
」
の
概
念
の
枠
を
た
て
な
が
ら
、
他
方
で
そ
の
枠
を
ゆ
る

め
て
物
的
自
然
を
感
覚
化
し
て
お
り
、
こ
の
賢
明
な
常
識
は
日
常
生
活
の
熟
知
さ
れ
た
狭

い
場
を
は
な
れ
、
非
常
識
に
広
い
視
野
で
世
界
な
り
人
間
な
り
を
統
一
的
に
眺
め
よ
う
と

す
る
と
き
は
、
非
常
識
に
直
面
し
、
そ
の
非
常
識
を
呑
み
こ
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

で
は
、
今
呑
み
こ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
非
常
識
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
す
で
に
書
い
た

よ
う
に
そ
れ
は
徹
底
し
た
二
元
論
、
つ
ま
り
一
方
に
「
物
的
自
然
」
を
、
他
方
に
感
覚
や

意
志
や
感
情
や
思
考
、
一
括
し
て
「
意
識
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
区
分
す
る
考
え
方
で
あ

る
。〈
Ⅰ
〉
で
見
た
よ
う
に
「
物
的
自
然
」
と
い
う
概
念
を
た
て
る
か
ぎ
り
、「
意
識
」
は

そ
こ
か
ら
剥
離
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
感
覚
を
「
物
」
が
持
つ
、
と
い
う
こ
と
が
「
物
」
の

概
念
か
ら
し
て
意
味
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
二
元
論
は
現
在
科
学
的
常
識
と
な
り
、
日
常
的
常
識
と
科
学
的
常
識
が
う
ま
く
あ

や
つ
ら
れ
て
使
わ
れ
て
い
る
。
物
自
身
が
色
を
持
ち
、
音
を
放
つ
と
い
う
こ
と
を
日
常
的

常
識
に
お
い
て
私
た
ち
は
確
信
し
て
い
る
一
方
で
、
物
が
無
色
の
分
子
の
集
合
で
あ
り
、

音
や
色
は
私
た
ち
の
神
経
興
奮
に
す
ぎ
な
い
こ
と
も
科
学
的
常
識
と
し
て
知
っ
て
い
る
。

私
た
ち
の
常
識
は
科
学
的
二
元
論
の
非
常
識
に
適
度
に
馴
れ
、
そ
れ
を
適
当
に
あ
し
ら
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。 

 
Ⅲ 
二
元
論
の
解
剖
学
（
第
13
段
落
～
第
14
段
落
） 

 

二
元
論
を
科
学
的
常
識
と
し
て
日
常
的
常
識
と
使
い
分
け
た
結
果
、
非
日
常
的
な
場
面

に
お
い
て
二
元
論
は
暴
走
し
て
い
る
と
筆
者
は
言
う
。 

日
常
的
な
場
面
で
お
だ
や
か
に
か
い
馴
ら
さ
れ
た
二
元
論
は
、
非
日
常
的
な
場
面
に
お

い
て
様
々
な
奇
怪
な
思
想
を
生
ん
で
ゆ
き
、
常
識
で
そ
う
し
た
思
想
を
否
定
し
よ
う
と
も

本
文
解
説 

段
落
解
説 
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こ
れ
ら
の
思
想
は
常
識
に
お
ぼ
ろ
な
不
安
を
感
じ
さ
せ
る
。 

そ
う
し
た
思
想
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
そ
れ
ら
に
真
正
面
か
ら
立
向
う
し
か
な

い
。
そ
の
た
め
に
は
二
元
論
が
果
し
て
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
正
視
す
る
こ
と
、
二

元
論
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
論
理
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
、
ど

の
よ
う
な
短
絡
と
思
い
こ
み
と
を
も
っ
て
い
る
か
、
つ
ま
り
二
元
論
の
解
剖
学
が
必
要
と

な
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
「
物
的
自
然
」
と
し
て
の
自
然
概
念
の
解
剖
学
で
も
あ
る
。 

以
上
が
筆
者
の
主
張
で
あ
る
。
暴
走
す
る
二
元
論
が
も
た
ら
す
奇
怪
な
思
想
に
対
し

て
、
私
た
ち
は
そ
れ
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
立
向
う
べ
き
と

い
う
の
で
あ
る
。 

 

 

 

自
然
は
無
色
無
味
無
臭
の
微
粒
子
の
集
ま
り
だ
と
す
る
科
学
的
二
元
論
の
見
方
は
、
科

学
的
常
識
と
し
て
日
常
的
常
識
と
使
い
分
け
ら
れ
奇
怪
な
思
想
を
生
ん
で
い
る
。
こ
の
思

想
に
正
面
か
ら
立
ち
向
か
う
べ
く
二
元
論
を
正
視
す
る
二
元
論
の
解
剖
学
が
必
要
だ
。 

（
100
字
） 

 

 

―
出
典
：『
広
辞
苑 

第
六
版
』
（
岩
波
書
店
） 

 

物
的 

物
に
関
す
る
さ
ま
。
物
質
的
。 

生
理
学 

生
体
ま
た
は
そ
の
器
官
・
細
胞
な
ど
の
機
能
を
研
究
す
る
学
問
。 

二
元
論 

あ
る
対
象
の
考
察
に
あ
た
っ
て
二
つ
の
根
本
的
な
原
理
ま
た
は
要
素
を
も
っ

て
説
明
す
る
考
え
方
。 

 
 

 
 

①
宇
宙
の
構
成
要
素
を
精
神
と
物
質
と
の
二
実
体
と
す
る
考
え
方
。
デ
カ
ル
ト

の
物
心
二
元
論
は
代
表
的
な
例
。  

 
 

 
 

②
世
界
を
善
悪
二
つ
の
原
理
（
神
）
の
闘
争
と
み
る
宗
教
。
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教
・

マ
ニ
教
な
ど
。 

 

  

問
一 

解
答 

(

Ｙ)

科
学
的
二
元
論
に
お
い
て
意
識
と
区
分
さ
れ
た
物
的
自
然
の
概
念
で
は
、
感

覚
は
事
物
と
し
て
「
自
然
」
に
存
在
し
え
な
い
（
47
字
） 

(

Ｎ)

私
た
ち
は
日
常
的
常
識
で
感
覚
が
物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
と

し
て
「
自
然
」
に
存
在
す
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
（
48
字
）
。 

難
易
度 

★
★
★
★
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
旨
把
握
型 

解
答
範
囲 

Ⅰ
（
第
１
～
第
９
段
落
）
、
Ⅱ
（
第
10
～
第
12
段
落
） 

 

「
自
然
」
が
無
色
無
味
無
臭
の
微
粒
子
で
た
だ
私
た
ち
の
感
覚
を
ひ
き
お
こ
す
だ
け
か

ど
う
か
、
肯
定
・
否
定
双
方
か
ら
問
う
問
題
で
あ
る
。
傍
線
部
は
「
～
ひ
き
起
こ
す
だ
け

な
の
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
か
け
の
形
で
終
わ
っ
て
い
る
の
で
、
傍
線
部
以
下
に
こ
の
答
え

が
書
か
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
読
み
進
め
て
い
こ
う
。 

 

傍
線
部
直
後
、
第
３
段
落
冒
頭
か
ら
音
の
感
覚
に
つ
い
て
の
考
察
が
始
ま
る
。
第
３
段

落
の
内
容
は
か
な
り
具
体
的
な
の
で
50
字
の
解
答
に
抽
出
す
る
の
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

第
４
段
落
の
１
・
２
文
目
の
「
こ
う
し
て
、
音
の
感
覚
は
『
自
然
』
の
事
物
で
も
場
所
で

も
あ
り
え
な
い
。
物
的
自
然
の
概
念
自
体
が
音
の
感
覚
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
」
に
注
目

す
る
。
物
的
自
然
の
概
念
で
は
、
音
の
感
覚
は
「
自
然
」
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
が
、「
物
的
自
然
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
は
っ
き
り
し
な
い
部
分
も
多
い
。

読
み
進
め
て
い
く
。 

 

第
５
～
第
８
段
落
に
か
け
て
色
の
感
覚
に
つ
い
て
の
考
察
が
展
開
さ
れ
る
が
、
か
な
り

百
字
要
旨 

用
語
解
説 

設
問
解
説 

解
説 
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具
体
的
で
あ
り
、
話
も
二
転
三
転
す
る
の
で
解
答
に
加
え
る
に
は
難
し
い
だ
ろ
う
。
第
９

段
落
で
は
冒
頭
に
「
こ
う
し
て
～
『
ひ
き
お
こ
す
性
質
』
を
持
っ
て
い
る
だ
け
だ
」
と
あ

る
よ
う
に
、
傍
線
部
と
同
内
容
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
こ
う
し
て
」
と
あ
る
た
め
、
前

述
の
理
由
を
追
い
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
煩
雑
で
あ
る
た
め
、
解
答

に
抽
出
し
づ
ら
い
。 

 

第
10
段
落
の
１
・
２
文
目
の
「
こ
の
結
論
（
＝
事
物
は
私
た
ち
に
色
覚
を
ひ
き
お
こ
す

性
質
が
あ
る
と
言
え
る
だ
け
の
も
の
に
な
る
＝
傍
線
部
と
同
内
容
）
は
～
し
か
し
『
物
的

自
然
』
と
い
う
概
念
を
た
て
る
限
り
こ
う
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
に
注
目
す
る
。
結
局
、

傍
線
部
を
肯
定
す
る
理
由
は
「
物
的
自
然
」
の
概
念
に
あ
る
こ
と
が
第
４
段
落
の
１
・
２

文
目
の
内
容
と
あ
わ
せ
て
わ
か
る
だ
ろ
う
。
「
物
的
自
然
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
読
み

進
め
る
。 

 

物
的
自
然
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
第
11
段
落
に
注
目
す
る
。
２
・
３
文
目
に
「
そ

れ
（
＝
非
常
識
）
は
徹
底
し
た
二
元
論
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方
に
『
物
的
自
然
』
、
そ

し
て
他
方
に
～
『
意
識
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
区
分
で
あ
る
」
と
あ
る
。
物
的
自
然
は
科

学
的
二
元
論
に
お
い
て
、
意
識
と
徹
底
し
て
区
別
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
９
文
目
に
あ

る
よ
う
に
「
感
覚
を
『
物
』
が
持
つ
、
と
い
う
こ
と
が
『
物
』
の
概
念
か
ら
し
て
意
味
が

な
く
な
る
の
で
あ
る
」。 

 

以
上
よ
り
、「
自
然
」
が
無
色
無
味
無
臭
の
微
粒
子
で
た
だ
私
た
ち
の
感
覚
を
ひ
き
お

こ
す
だ
け
か
ど
う
か
、
肯
定
す
る
答
え
の
理
由
と
し
て
、「
科
学
的
二
元
論
に
お
い
て
意

識
と
区
分
さ
れ
た
物
的
自
然
の
概
念
で
は
、
感
覚
は
事
物
と
し
て
『
自
然
』
に
存
在
し
え

な
い
」
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。 

 

こ
こ
で
解
答
が
同
語
反
復
に
な
ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
よ
う
。
例
え
ば
、「
『
自
然
』
は

無
色
無
味
無
臭
の
微
粒
子
の
集
ま
り
で
あ
り
、
音
・
味
・
色
は
私
た
ち
の
神
経
が
ひ
き
お

こ
し
た
感
覚
で
あ
る
」
の
よ
う
な
、
傍
線
部
以
前
を
用
い
て
解
答
を
作
っ
た
も
の
は
注
意

が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
答
は
傍
線
部
を
語
句
レ
ベ
ル
で
言
い
換
え
た
も
の
に
す

ぎ
ず
、
傍
線
部
を
肯
定
的
に
と
ら
え
る
理
由
と
し
て
の
意
味
合
い
が
ま
っ
た
く
表
れ
て
い

な
い
。 

 

次
に
、
否
定
的
な
答
え
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
見
て
い
く
。
第
11
段
落
３
文
目

に
「
常
識
は
～
他
方
で
そ
の
枠
を
ゆ
る
め
て
物
的
自
然
を
感
覚
化
し
て
い
る
」
と
あ
る
。

つ
ま
り
、
常
識
が
、
前
述
の
よ
う
に
意
識
と
区
別
さ
れ
無
色
無
味
無
臭
の
微
粒
子
た
る
物

的
自
然
に
色
や
音
、
臭
い
な
ど
の
感
覚
を
認
め
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
第
12
段
落

に
注
目
す
れ
ば
３
文
目
に
「
絵
具
を
見
る
と
き
、
そ
の
絵
具
自
身
に
色
が
つ
い
て
い
る
こ

と
を
私
た
ち
は
確
信
し
て
い
る
」
と
あ
り
、
ま
た
５
文
目
に
「
鈴
か
ら
音
が
で
る
こ
と
を

確
信
し
」
て
い
る
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
は
「
自
然
」
が
無
色
無
味
無
臭
の
微
粒
子

で
な
い
こ
と
を
常
識
と
し
て
確
信
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。 

以
上
よ
り
、「
自
然
」
が
無
色
無
味
無
臭
の
微
粒
子
で
た
だ
私
た
ち
の
感
覚
を
ひ
き
お

こ
す
だ
け
か
ど
う
か
、
否
定
す
る
答
え
の
理
由
と
し
て
、「
私
た
ち
は
日
常
的
常
識
で
感

覚
が
物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
と
し
て
『
自
然
』
に
存
在
す
る
こ
と
を
確
信
し

て
い
る
」
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
な
お
、
表
現
で
あ
る
が
、
第
５
段
落
７
・
８
文
目

の
「
色
は
物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
だ
と
感
じ
ら
れ
る
」
や
「
事
物
に
『
つ
い

て
い
る
』
性
質
と
し
て
自
然
の
中
に
居
所
を
持
つ
」
な
ど
解
答
に
利
用
し
や
す
い
表
現
が

あ
っ
た
た
め
利
用
し
た
。
こ
の
よ
う
に
本
文
中
に
解
答
と
し
て
使
い
や
す
い
表
現
が
あ
れ

ば
活
用
し
よ
う
。 

 《
解
答
要
素
》 

(
Ｙ) 

① 

物
的
自
然
の
概
念
は
意
識
と
区
分
さ
れ
て
い
る 

② 

（
①
に
よ
り
）
物
的
自
然
の
概
念
で
は
、
感
覚
は
事
物
と
し
て
「
自
然
」
に
存
在
し

え
な
い 

 



2015 年度 ⼤阪⼤学 前期 国語(⽂系-⽂学部以外) □Ⅱ  

 

©Foresight Inc. 
本サービス・コンテンツの知的財産権その他一切の権利は 

株式会社フォーサイトに帰属し，無断転載・引用を禁止します。 5 

(

Ｎ) 
① 
感
覚
が
物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
と
し
て
「
自
然
」
に
存
在
す
る
こ
と
を

日
常
的
常
識
で
確
信
し
て
い
る 

《
参
照
箇
所
》 

(

Ｙ) 

① 

第
11
段
落
２
・
３
文
目 

② 

第
４
段
落
１
文
目
・
第
11
段
落
９
文
目 

(

Ｎ) 

① 

第
５
段
落
７
文
目
・
第
12
段
落
３
文
目 

 

問
二 

解
答 

事
物
は
感
覚
的
性
質
を
持
た
ず
、
感
覚
を
ひ
き
お
こ
す
性
質
の
み
持
つ
と
す
る
結

論
は
、
感
覚
が
物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
だ
と
確
信
す
る
私
た
ち
の
日

常
的
常
識
に
反
し
て
、
一
方
を
物
的
自
然
、
他
方
を
感
覚
や
意
志
や
感
情
や
思
想
、

一
括
し
て
意
識
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
区
分
す
る
徹
底
し
た
科
学
的
二
元
論
に
基

づ
い
て
、
感
覚
を
物
的
自
然
か
ら
剥
離
さ
せ
て
い
る
か
ら
。
（
147
字
） 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
約
型 

解
答
範
囲 

Ⅱ
（
第
10
段
落
～
第
12
段
落
） 

 
 

「
こ
の
結
論
」
が
非
常
識
に
み
え
る
理
由
を
問
う
問
題
で
あ
る
。「
こ
の
結
論
」
と
は
傍

線
部
前
第
９
段
落
の
「
事
物
は
私
た
ち
に
色
覚
を
ひ
き
お
こ
す
性
質
が
あ
る
と
言
え
る
だ

け
の
も
の
に
な
る
」
と
す
る
結
論
で
あ
る
。
さ
て
、
非
常
識
と
は
つ
ま
り
常
識
に
反
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
こ
の
結
論
」
が
ど
の
よ
う
に
常
識
に
反
し
て
い
る
の
か
、

と
い
う
方
向
性
で
本
文
を
読
ん
で
い
く
こ
と
に
な
る
。 

 

第
10
段
落
３
文
目
に
「
常
識
は
、
一
方
で
『
物
的
自
然
』
の
概
念
の
枠
を
た
て
な
が
ら

他
方
で
そ
の
枠
を
ゆ
る
め
て
物
的
自
然
を
感
覚
化
し
て
い
る
」
と
あ
る
。
問
一
で
述
べ
た

よ
う
に
、
私
た
ち
は
日
常
的
常
識
で
、
感
覚
が
物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
と
し

て
「
自
然
」
に
存
在
す
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。
つ
ま
り
常
識
と
は
感
覚
が
物
的
自
然

の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
と
し
て
「
自
然
」
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
は
「
こ

の
結
論
」
は
こ
の
常
識
に
ど
の
よ
う
に
反
す
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

第
11
段
落
に
注
目
す
る
。
１
・
２
文
目
に
「
で
は
今
呑
み
込
ま
ね
ば
な
ら
な
い
非
常
識

と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
徹
底
し
た
二
元
論
で
あ
る
」
と
あ
る
。
二
元
論
と
は
３
文
目

に
あ
る
よ
う
に
「
一
方
に
『
物
的
自
然
』
、
そ
し
て
他
方
に
感
覚
や
意
志
や
感
情
や
思
考
、

一
括
し
て
『
意
識
』
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
区
分
で
あ
る
。」
ま
た
、
６
文
目
に
あ
る
よ
う

に
二
元
論
に
お
い
て
「
意
識
」
は
「
『
物
的
自
然
』
か
ら
剥
離
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
」 

こ
れ
ら
の
記
述
か
ら
、
私
た
ち
は
常
識
に
お
い
て
感
覚
が
物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ

の
も
の
だ
と
確
信
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
元
論
は
一
方
に
「
物
的
自
然
」
、
そ

し
て
他
方
に
感
覚
や
意
志
や
感
情
や
思
考
、
一
括
し
て
「
意
識
」
を
区
分
し
意
識
を
「
物

的
自
然
」
か
ら
剥
離
さ
せ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
以
上
が
「
こ
の
結
論
」
が
非
常
識
、

つ
ま
り
常
識
に
反
し
て
い
る
理
由
で
あ
る
。 

解
答
は
「
こ
の
結
論
」
を
具
体
化
し
、
「
非
常
識
」
で
あ
る
理
由
を
述
べ
て
「
事
物
は

感
覚
的
性
質
を
持
た
ず
、
感
覚
を
ひ
き
お
こ
す
性
質
の
み
持
つ
と
す
る
結
論
は
、
感
覚
が

物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
だ
と
確
信
す
る
私
た
ち
の
日
常
的
常
識
に
反
し
て
、

一
方
に
物
的
自
然
、
他
方
に
感
覚
や
意
志
や
感
情
や
思
想
、
一
括
し
て
意
識
と
呼
ば
れ
る

も
の
と
区
分
す
る
徹
底
し
た
科
学
的
二
元
論
に
基
づ
い
て
、
感
覚
を
物
的
自
然
か
ら
剥
離

さ
せ
て
い
る
か
ら
」
と
し
た
。 

 《
解
答
要
素
》 

① 

事
物
は
感
覚
的
性
質
を
も
た
ず
、
感
覚
（
色
覚
）
を
ひ
き
お
こ
す
性
質
の
み
も
つ
と

解
説 
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す
る
結
論 

② 
私
た
ち
の
日
常
的
常
識
で
は
意
識
は
物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
だ
と
確

信
さ
れ
る 

③
（
②
に
反
し
て
）
①
の
結
論
は
科
学
的
二
元
論
に
基
づ
い
て
、
意
識
を
物
的
自
然
か
ら

剥
離
さ
せ
て
い
る 

※
「
な
ぜ
か
」
と
問
わ
れ
て
い
る
の
で
、
「
か
ら
」
「
た
め
」
な
ど
で
終
わ
る
こ
と
。 

《
参
照
箇
所
》 

① 

第
９
段
落
４
文
目 

② 

第
５
段
落
７
文
目
・
第
12
段
落
３
文
目 

③ 

第
11
段
落
７
文
目 

 

問
三 

解
答 

ウ 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

特
殊
型 

解
答
範
囲 

本
文
全
体
（
特
に
第
13
段
落
） 

 

空
欄
部
を
補
う
の
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
を
選
ぶ
問
題
で
あ
る
。
空
欄
を
補
う
に
ふ

さ
わ
し
い
内
容
・
ふ
さ
わ
し
く
な
い
内
容
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
本
文
か
ら
読
み
取

る
。 

 

空
欄
が
含
ま
れ
る
の
は
第
13
段
落
の
３
文
目
で
あ
る
。「
『（
空
欄
）
』
に
つ
い
て
、
常
識

で
は
馴
致
で
き
な
い
思
想
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
」
と
あ
る
た
め
、
空
欄
に
入
る
内

容
は
前
の
部
分
か
ら
考
え
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
第
13
段
落
の
１
・
２
文
目
に
「
こ
の
日

常
的
な
場
面
で
お
だ
や
か
に
か
い
馴
ら
さ
れ
た
二
元
論
は
、
非
日
常
的
に
緊
張
し
た
場
面

で
は
そ
の
網
を
ふ
り
ほ
ど
い
て
暴
走
す
る
。
そ
し
て
様
々
な
奇
怪
な
思
想
を
生
ん
で
ゆ
く
」

と
あ
る
。
よ
っ
て
空
欄
に
入
る
内
容
は
二
元
論
で
考
え
ら
れ
る
内
容
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
二
元
論
と
は
前
の
問
題
で
述
べ
た
よ
う
に
一
方
を
物
的
自
然
、
他
方
を
意
識
と
し
て

区
分
す
る
論
で
あ
る
。 

 

選
択
肢
に
目
を
向
け
る
。
ア
の
運
命
は
、
物
的
自
然
と
切
り
離
さ
れ
た
「
意
識
」
、
感

覚
や
意
志
や
感
情
や
思
想
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
適
当
で
あ
る
。
イ
の
道
徳
も
同
様

に
、
物
的
自
然
と
切
り
離
さ
れ
た
「
意
識
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
た
め
適
当
。
ウ
の
法
と

社
会
に
関
し
て
は
、
二
元
論
で
考
え
る
こ
と
は
難
し
い
。
法
に
関
し
て
「
意
識
」
の
一
つ

と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
思
想
に
当
て
は
ま
る
と
言
え
な
い
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
が
、
社

会
は
物
的
自
然
に
も
意
識
に
も
区
分
さ
れ
な
い
。
社
会
を
統
御
す
る
の
が
法
で
あ
り
、
両

者
の
関
係
に
お
い
て
二
元
論
が
入
り
込
む
余
地
は
な
い
。
よ
っ
て
ウ
の
法
と
社
会
は
不
適

当
で
あ
る
。
エ
の
生
と
死
に
関
し
て
は
、
物
的
自
然
の
考
え
方
か
ら
す
れ
ば
、
脳
波
の
有

無
や
心
臓
の
拍
動
か
ら
捉
え
ら
れ
る
一
方
で
、
意
識
か
ら
考
え
れ
ば
意
志
の
有
無
や
感

情
・
感
覚
の
要
素
か
ら
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
多
分
に
二
元
論
的
な
要
素
を
含
ん

だ
概
念
で
あ
る
と
い
え
る
。
よ
っ
て
適
当
。
オ
の
大
脳
と
意
識
に
関
し
て
は
、〈
Ⅰ
〉
に

あ
る
よ
う
に
意
識
を
司
る
の
が
大
脳
で
あ
り
、
意
識
と
は
大
脳
の
神
経
系
に
よ
っ
て
も
た

ら
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
二
元
論
的
な
考
え
方
が
可
能
で
あ
る
。
よ
っ
て
適
当
。 

 

空
欄
を
補
う
の
に
不
適
当
な
内
容
を
選
ぶ
問
題
な
の
で
、
ウ
の
法
と
社
会
が
解
答
と
な

る
。 

 

問
四 

解
答 

私
た
ち
は
感
覚
を
物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
と
確
信
す
る
日
常
的
常

識
を
よ
そ
に
、
物
的
自
然
の
概
念
を
た
て
意
識
と
区
分
す
る
徹
底
し
た
科
学
的
二

元
論
を
科
学
的
常
識
と
し
て
受
け
入
れ
、
日
常
的
に
両
者
を
適
当
に
使
い
分
け
て

い
る
。
し
か
し
非
日
常
的
に
緊
張
し
た
場
面
で
科
学
的
二
元
論
は
常
識
に
お
ぼ
ろ

な
不
安
を
感
じ
さ
せ
る
奇
怪
な
思
想
を
生
ん
で
お
り
、
科
学
的
二
元
論
が
い
か
な

解
説 
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る
も
の
で
あ
る
か
正
視
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
思
想
に
立
向
う
こ
と
が
必
要
と

さ
れ
て
い
る
か
ら
。
（
193
字
） 

難
易
度 
★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

要
旨
把
握
型 

解
答
範
囲 

Ⅱ
（
第
10
～
第
12
段
落
、
特
に
第
12
段
落
）
Ⅲ
（
第
13
・
第
14
段
落
） 

 

「
二
元
論
の
解
剖
学
」
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
に
つ
い
て
問
わ
れ
て
い
る
。
ま
ず
は
「
二

元
論
の
解
剖
学
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
読
み
取
ろ
う
。 

 

傍
線
部
で
あ
る
が
、
「
つ
ま
り
、
二
元
論
の
解
剖
学
が
必
要
と
な
る
」
の
「
つ
ま
り
」

以
下
か
ら
始
ま
る
の
で
、
二
元
論
の
解
剖
学
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
直
前
に
記
述
が
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
傍
線
部
を
含
む
一
文
に
「
こ
の
二
元
論
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
、

ど
の
よ
う
な
短
絡
と
思
い
こ
み
と
を
も
っ
て
い
る
か
、
つ
ま
り
二
元
論
の
解
剖
学
」
（
第

14
段
落
３
文
目
）
と
あ
る
の
で
、
二
元
論
の
解
剖
学
が
「
二
元
論
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生

み
出
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
短
絡
と
思
い
こ
み
と
を
も
っ
て
い
る
か
」
正
視
す
る
こ
と
、
で

あ
る
の
は
簡
単
に
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
。 

 

次
に
「
二
元
論
の
解
剖
学
」
が
必
要
な
理
由
に
つ
い
て
考
え
る
。
第
13
段
落
と
第
14

段
落
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
13
段
落
１
・
２
文
目
に
「
こ
の
日
常
的
な
場
面

で
お
だ
や
か
に
か
い
馴
ら
さ
れ
た
二
元
論
は
、
非
日
常
的
に
緊
張
し
た
場
面
で
は
そ
の
網

を
ふ
り
ほ
ど
い
て
暴
走
す
る
。
そ
し
て
様
々
な
奇
怪
な
思
想
を
生
ん
で
ゆ
く
」
と
あ
り
、

ま
た
４
文
目
に
「
こ
れ
ら
の
思
想
は
煙
霧
の
よ
う
に
そ
こ
に
し
み
入
っ
て
常
識
に
形
の
定

ま
ら
ぬ
お
ぼ
ろ
な
不
安
を
感
じ
さ
せ
る
」
と
あ
る
。
さ
ら
に
第
14
段
落
１
文
目
に
「
こ
れ

ら
の
思
想
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
真
正
面
か
ら
立
向
う
以

外
に
は
な
い
。」
と
あ
る
。
以
上
を
読
め
ば
明
ら
か
な
よ
う
に
、
二
元
論
の
解
剖
学
が
必

要
な
理
由
は
、「
非
日
常
的
に
緊
張
し
た
場
面
で
暴
走
し
た
二
元
論
が
生
む
、
常
識
に
お

ぼ
ろ
な
不
安
を
与
え
る
奇
怪
な
思
想
に
立
向
う
た
め
」
で
あ
る
。 

 

さ
て
、
二
元
論
は
な
ぜ
「
非
日
常
的
に
緊
張
し
た
場
面
」
で
暴
走
し
、「
常
識
に
お
ぼ

ろ
な
不
安
を
与
え
る
」
の
だ
ろ
う
か
。
第
12
段
落
か
ら
読
み
取
る
。
第
12
段
落
２
文
目

に
「
私
た
ち
は
日
常
的
常
識
と
科
学
的
常
識
を
う
ま
く
あ
や
つ
っ
て
適
当
な
使
い
分
け
を

し
て
い
る
」
と
あ
り
、
７
文
目
に
は
「
私
た
ち
の
賢
明
な
常
識
は
科
学
的
二
元
論
の
非
常

識
に
適
度
に
馴
れ
、
そ
れ
を
適
当
に
あ
し
ら
っ
て
い
る
」
と
あ
る
。
私
た
ち
は
二
元
論
を

科
学
的
常
識
と
し
て
日
常
的
常
識
と
適
当
に
使
い
分
け
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
適
当
な
使
い

分
け
を
許
さ
な
い
非
日
常
的
な
場
面
で
二
元
論
が
常
識
に
お
ぼ
ろ
な
不
安
を
与
え
る
の

で
あ
る
。
筆
者
は
こ
の
よ
う
な
事
態
に
立
向
う
べ
く
、
二
元
論
を
適
当
に
あ
し
ら
う
の
で

は
な
く
正
視
す
べ
き
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。 

以
上
よ
り
解
答
は
「
私
た
ち
は
感
覚
を
物
的
自
然
の
事
物
の
性
質
そ
の
も
の
と
確
信
す

る
日
常
的
常
識
を
よ
そ
に
、
物
的
自
然
の
概
念
を
た
て
意
識
と
区
分
す
る
徹
底
し
た
科
学

的
二
元
論
を
科
学
的
常
識
と
し
て
受
け
入
れ
、
日
常
的
に
両
者
を
適
当
に
使
い
分
け
て
い

る
。
し
か
し
非
日
常
的
に
緊
張
し
た
場
面
で
科
学
的
二
元
論
は
常
識
に
お
ぼ
ろ
な
不
安
を

感
じ
さ
せ
る
奇
怪
な
思
想
を
生
ん
で
お
り
、
科
学
的
二
元
論
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か

正
視
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
思
想
に
立
向
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
」
と
な

る
。 

 《
解
答
要
素
》 

① 

科
学
的
二
元
論
を
科
学
的
常
識
と
し
て
受
け
入
れ
、
日
常
的
常
識
と
適
当
に
使
い
分

け
て
い
る 

② 
非
日
常
的
に
緊
張
し
た
場
面
で
科
学
的
二
元
論
は
常
識
に
お
ぼ
ろ
な
不
安
を
感
じ

さ
せ
る
奇
怪
な
思
想
を
生
む 

③ 

科
学
的
二
元
論
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
正
視
す
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
思
想

（
＝
②
）
に
立
向
う
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
て
い
る 

※
「
な
ぜ
か
」
と
問
わ
れ
て
い
る
の
で
「
か
ら
」
「
た
め
」
な
ど
で
終
わ
る
こ
と
。 

解
説 
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《
参
照
箇
所
》 

① 
第
12
段
落
２
・
７
文
目 

② 
第
13
段
落
２
・
４
文
目 

③ 

第
14
段
落
１
・
２
文
目 

  

（
井
小
路
馨
、
森
岡
桃
子
、
高
橋
粒
） 
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２
０
１
５
年
度 

大
阪
大
学 

前
期 

国
語 

  

Ⅲ 

古
文（
紀
行
文
） 

 《
こ
の
解
説
の
使
い
方
》 

｢

本
文
を
読
み
始
め
る
前
に
」
と
「
通
読
」
か
ら
な
る
。
古
文
の
実
力
の
あ

る
人
が
実
際
に
本
文
を
読
む
と
き
何
を
考
え
て
い
る
か
（
「
本
文
を
読
み
始

め
る
前
に
」
お
よ
び
「
通
読
」
の
◎
部
分
）
や
設
問
解
説
で
は
述
べ
ら
れ
な

か
っ
た
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
な
ど
（
「
通
読
」
の
★
部
分
）
に
つ
い
て
書
い
て

あ
る
。
ど
こ
に
注
意
し
て
本
文
を
読
め
ば
い
い
か
わ
か
ら
な
い
人
、
本
文
を

読
む
の
に
時
間
を
使
い
す
ぎ
る
人
は
、
こ
の
項
目
を
見
て
み
よ
う
。 

設
問
ご
と
の
詳
細
な
解
説
を
、
古
文
が
苦
手
な
人
に
も
思
考
の
流
れ
が
十
分

に
伝
わ
る
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。
古
文
が
苦
手
な
人
は
ま
ず
は
「
合
格
答
案
」

レ
ベ
ル
の
解
答
を
、
得
意
な
人
は
「
満
点
答
案
」
を
目
指
そ
う
。 

｢

現
代
語
訳
」
と
「
用
語
解
説
」
か
ら
な
る
。「
現
代
語
訳
」
は
基
本
的
に
受

験
生
レ
ベ
ル
の
古
文
知
識
で
作
れ
る
簡
単
な
訳
に
な
っ
て
い
る
。
ほ
か
の
項

目
を
読
み
終
え
た
あ
と
の
復
習
に
使
お
う
。 

  

 

問
一 

（
１
） 
ほ
か
の
木
は
ま
っ
た
く
混
じ
っ
て
い
な
い
。 

 
 
 

（
２
） 
今
夜
一
晩
の
旅
寝
も
、
ど
こ
に
す
る
の
が
よ
い
か
。 

傾
向
と
対
策

出

典

所
要
時
間

難

易

度

 

紀
行
文
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
本
文
の
内
容
を
把
握
す
る
の
は
容

易
だ
が
、
設
問
の
要
求
に
応
え
る
と
な
る
と
深
い
読
解
力
が
必
要
に

な
る
。 

問
一
は
、
確
実
に
得
点
し
た
い
問
題
。
訳
す
の
に
文
法
的
難
し
さ
は

な
い
が
、（
２
）
の
「
草
の
枕
」
や
（
３
）
の
「
才
覚
」
な
ど
知
っ
て

い
そ
う
で
知
ら
な
い
単
語
に
う
ま
く
対
処
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
問

二
は
尼
が
年
老
い
て
い
る
こ
と
と
「
老
蘇
の
杜
」
と
い
う
名
前
か
ら
ピ

ン
と
き
て
ほ
し
い
。
確
実
な
読
み
の
み
な
ら
ず
発
想
力
が
必
要
。
問
三

は
、
問
二
で
、「
老
蘇
の
杜
」
が
老
い
の
隠
喩
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に

気
づ
け
て
い
れ
ば
ひ
ら
め
く
こ
と
が
で
き
た
は
ず
。
問
四
は
、「
和
歌

に
用
い
ら
れ
た
修
辞
を
ふ
ま
え
て
」
と
い
う
指
示
に
注
意
。
問
五
は
傍

線
部
直
前
の
内
容
が
読
め
て
い
れ
ば
答
え
ら
れ
る
が
、
そ
も
そ
も
「
憂

き
名
」
が
訳
せ
な
い
と
厳
し
い
と
こ
ろ
。 

  

二に

条
じ
ょ
う

良よ
し

基も
と

『
小こ

島じ
ま

の
す
さ
み
』
か
ら
の
出
題
。
南
北
朝
時
代
の
歌

人
・
連
歌
師
で
あ
る
二
条
良
基
に
よ
る
紀
行
文
。
二
条
良
基
は
、
関
白
・

太
政
大
臣
・
摂
政
な
ど
を
歴
任
し
た
公
卿
で
あ
っ
た
が
、
博
識
で
歌
道

に
通
じ
、
生
涯
指
導
的
立
場
に
あ
っ
て
連
歌
の
興
隆
に
貢
献
し
た
。 

15
分 

★
★
★
☆
☆ 

本
文
読
解 

設
問
解
説 

本
文
解
説 

傾
向
と
対
策

文
章
が
短
く
、
文
法
的
難
し
さ
も
な
け
れ
ば
、
訳
し
づ
ら
い
単
語
も

そ
れ
ほ
ど
な
い
。
し
か
し
、
読
み
取
っ
た
情
報
か
ら
推
理
す
る
と
い

う
、
大
学
入
試
古
文
に
お
い
て
し
ば
し
ば
必
要
に
な
る
力
が
試
さ
れ

る
問
題
が
多
い
の
で
、
苦
手
な
受
験
生
は
し
っ
か
り
復
習
し
て
お
こ

う
。 

解
答 
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（
３
） 

こ
の
あ
た
り
の
知
識
が
あ
り
そ
う
だ
っ
た
の
で 

問
二 

杜
の
名
が
、
年
老
い
た
尼
を
表
す
「
老
蘇
の
杜
」
だ
と
い
う
こ
と
。 

問
三 
三
十
過
ぎ
の
良
基
に
も
、
尼
と
同
様
「
老
蘇
の
杜
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
老
い
」
は

他
人
事
で
な
い
と
い
う
こ
と
。
（
43
字
） 

問
四 

旅
の
苦
労
を
思
っ
て
流
し
た
涙
と
、
野
洲
川
を
渡
り
な
が
ら
浴
び
る
川
の
水
。 

問
五 

歌
人
・
連
歌
師
と
も
あ
ろ
う
良
基
の
、
旅
の
道
中
で
数
々
の
名
所
に
触
れ
な
が
ら
、

田
舎
の
旅
に
よ
る
衰
弱
を
理
由
に
、
歌
を
詠
ま
ず
に
通
り
過
ぎ
た
こ
と
を
非
難
す

る
悪
い
評
判
。
（
69
字
） 

  

 

 

 

前
書
き
か
ら
、
本
文
は
歌
人
・
連
歌
師
の
二
条
良
基
が
旅
の
途
中
で
み
ず
か
ら
記
し
た

紀
行
文
で
あ
る
こ
と
を
お
さ
え
て
お
く
と
非
常
に
読
み
や
す
く
な
る
。 

 

 

第
１
段
落
第
１
行
「
老
蘇
の
杜
～
見
所
多
し
。
」 

◎
現
代
語
訳
の
設
問
箇
所
に
は
な
っ
て
い
る
が
、
内
容
的
な
重
要
度
は
低
め
な
自
然

描
写
な
の
で
軽
く
読
め
ば
Ｏ
Ｋ
。
良
基
は
「
老
蘇
の
杜
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
来
た

ら
し
い
。 

 

第
１
段
落
第
１
行
～
第
４
行
「
道
遠
く
、
行
～
ぞ
答
へ
し
。
」 

◎
設
問
に
大
き
く
か
か
わ
る
部
分
。
時
間
を
か
け
て
読
も
う
。
宿
を
探
し
て
い
た
良

基
が
年
老
い
た
尼
に
出
会
い
、
杜
の
名
前
に
つ
い
て
話
し
て
い
る
場
面
。 

 

第
１
段
落
第
４
行
～
第
６
行
「
か
か
る
者
の
～
す
ぎ
の
下
蔭
」 

◎
尼
の
返
答
の
ど
こ
が
「
心
あ
る
」
「
あ
は
れ
」
な
の
か
よ
く
考
え
よ
う
。
自
分
の

年
齢
と
「
老
蘇
」
を
か
け
る
の
は
た
し
か
に
う
ま
い
返
事
だ
。 

◎
こ
の
出
来
事
を
受
け
て
良
基
が
詠
ん
だ
歌
。
老
い
は
自
分
に
と
っ
て
も
他
人
事
で

は
な
い
と
い
う
内
容
。
「
す
ぎ
」
は
「
杉
」
と
「
過
ぎ
」
の
掛
詞
に
な
っ
て
い
る

な
。 

 

第
２
段
落
第
１
行
～
第
２
行
「
乱
り
心
地
な
～
も
り
け
る
。
」 

◎
（
注
）
を
参
考
に
し
な
が
ら
読
む
。
「
あ
り
し
」
は
こ
こ
で
は
「
以
前
の
・
さ
っ

き
の
」
と
い
う
意
味
で
、
「
来
た
道
」
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。 

◎
体
調
も
優
れ
ず
、
旅
は
な
か
な
か
順
調
に
い
っ
て
い
な
い
よ
う
だ
。 

 

 

第
３
段
落
第
１
行
～
第
２
行
「
ま
た
、
野
洲
～
り
か
ぬ
ら
ん
」 

◎｢

老
蘇
の
杜
」
を
離
れ
た
後
、
野
洲
川
を
渡
っ
た
と
き
に
詠
ん
だ
歌
（
詳
し
い
解
釈

は
設
問
解
説
を
参
照
）
。 

 

第
４
段
落
第
１
行
～
第
３
行
「
犬
上
鳥
籠
の
～
く
ぞ
侍
る
。
」 

◎
名
所
は
訪
ね
た
か
っ
た
け
れ
ど
、
旅
の
衰
弱
で
そ
れ
す
ら
も
わ
ず
ら
わ
し
く
な
っ

て
し
ま
っ
た
ら
し
い
。
歌
人
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
周
り
の
評
判
を
気
に
し
て

い
る
。 

  

 

問
一 

解
答  

本
文
読
解 

本
文
を
読
み
始
め
る
前
に 

通
読 

設
問
解
説 
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《
合
格
答
案
》 

 
（
１
） 

ほ
か
の
木
は
ま
っ
た
く
混
じ
っ
て
い
な
い
。 

 

（
２
） 

今
夜
一
晩
の
旅
寝
も
、
ど
こ
に
す
る
の
が
よ
い
か
。 

 

（
３
） 
こ
の
あ
た
り
の
知
識
が
あ
り
そ
う
だ
っ
た
の
で 

《
満
点
答
案
》 

 

（
１
） 

ほ
か
の
木
は
ま
っ
た
く
混
じ
っ
て
い
な
い
。 

 

（
２
） 

今
夜
一
晩
の
旅
寝
も
、
ど
こ
に
す
る
の
が
よ
い
か
。 

 

（
３
） 

こ
の
あ
た
り
の
知
識
が
あ
り
そ
う
だ
っ
た
の
で 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

現
代
語
訳 

 

（
１
） 

 

副
詞
「
さ
ら
に
」
は
、
打
消
を
伴
っ
て
「
ま
っ
た
く
～
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
こ

と
を
思
い
出
そ
う
。
直
訳
す
る
と
、「
な
い
木
は
ま
っ
た
く
混
じ
っ
て
い
な
い
」
と
な
る
。

こ
れ
で
は
意
味
が
わ
か
ら
な
い
の
で
、
直
前
に
注
目
。
「
た
だ
杉
の
梢
ば
か
り
に
て
」
と

あ
る
か
ら
、「
た
だ
杉
の
梢
だ
け
が
あ
る
」
と
い
う
描
写
に
矛
盾
し
な
い
内
容
が
続
く
は

ず
。
と
な
る
と
、
「
あ
ら
ぬ
木
」
が
「
杉
以
外
の
木
」
を
指
し
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

こ
こ
で
、「
あ
ら
ぬ
」
は
、「
さ
あ
ら
ぬ
」
＝
「
そ
う
で
な
い
」
＝
「
杉
で
な
い
」
の
「
さ
」

が
省
略
さ
れ
た
形
で
は
な
い
か
と
推
測
で
き
る
と
完
璧
。「
杉
で
は
な
い
木
」「
杉
以
外
の

木
」
「
ほ
か
の
木
」
な
ど
と
柔
軟
に
訳
そ
う
。
ま
た
、
「
あ
ら
ぬ
」
を
「
別
の
・
違
っ
た
」

を
意
味
す
る
連
体
詞
と
し
て
捉
え
て
、
「
別
の
木
」
＝
「
杉
以
外
の
木
」
と
い
う
思
考
過

程
で
も
解
答
に
至
る
。 

 （
２
） 

「
草
の
枕
（
草
枕
）」
は
、「
旅
寝
」
の
意
だ
が
、
知
ら
な
け
れ
ば
文
脈
か
ら
読
み
取
る

し
か
な
い
。
「
行
き
暮
れ
ぬ
れ
ば
」
か
ら
、
だ
い
た
い
の
時
刻
や
空
の
明
る
さ
な
ど
が
想

像
で
き
る
。
夕
暮
れ
頃
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
草
の
「
枕
」
と
い
う
く
ら
い
だ
か
ら
、「
休

息
・
寝
床
・
宿
」
と
い
っ
た
意
味
な
の
だ
ろ
う
と
推
測
す
れ
ば
、
言
葉
自
体
の
意
味
を
知

ら
な
く
て
も
、
ほ
ぼ
正
確
な
訳
出
が
可
能
。
「
い
づ
く
」
の
意
味
は
「
ど
こ
」
。
「
い
づ
く

に
か
」
の
直
後
に
は
「
あ
ら
む
」
「
よ
か
ら
む
」
な
ど
が
省
略
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ

る
。
里
人
に
お
す
す
め
の
旅
寝
の
場
所
を
尋
ね
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
場
面
を
想
像
し
、
省

略
を
補
っ
て
訳
す
。 

 （
３
） 

「
才
覚
」
は
「
知
識
・
知
恵
」
な
ど
の
意
を
表
す
。
傍
線
部
末
「
な
り
し
か
ば
」
は
、
分

解
す
る
と
、
断
定
の
助
動
詞
「
な
り
」
の
連
用
形
＋
過
去
の
助
動
詞
「
き
」
の
已
然
形
＋

接
続
助
詞
「
ば
」
と
な
る
の
で
、《
合
格
答
案
》
の
よ
う
な
訳
に
な
る
。「
才
覚
」
の
意
味

が
わ
か
ら
な
け
れ
ば
文
脈
か
ら
推
理
し
よ
う
。
良
基
は
、
尼
に
「
こ
の
あ
た
り
の
～
が
あ

り
そ
う
だ
っ
た
の
で
」
こ
の
杜
の
名
前
を
尋
ね
た
の
だ
、
と
い
う
文
脈
が
読
み
取
れ
れ
ば
、

「
知
識
」
と
い
う
訳
を
当
て
る
の
は
そ
う
難
し
く
な
い
。 

 問
二 

解
答  

《
合
格
答
案
》 

杜
の
名
が
、
尼
の
年
の
名
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。 

《
満
点
答
案
》 

杜
の
名
が
、
年
老
い
た
尼
を
表
す
「
老
蘇
の
杜
」
だ
と
い
う
こ
と
。 

難
易
度 

★
★
★
★
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 
内
容
説
明
（
要
約
型
） 

 

解
説 

解
説 
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傍
線
部
（
Ａ
）
は
尼
の
、
良
基
の
問
い
か
け
に
対
す
る
返
答
で
あ
る
の
で
、
ま
ず
は
良

基
の
「
こ
の
杜
の
気
色
こ
そ
い
と
情
け
深
く
見
え
侍
れ
。
名
を
ば
な
に
と
申
す
に
か
」
と

い
う
発
言
に
注
目
す
る
。
杜
の
雰
囲
気
を
褒
め
た
後
、
名
前
を
尋
ね
て
い
る
。
ち
な
み
に
、

尼
が
ま
ず
「
こ
れ
な
ん
古
き
名
所
に
侍
り
け
る
」
と
返
答
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の

話
題
は
「
杜
」
で
あ
っ
て
、
尼
の
名
前
を
尋
ね
て
い
る
わ
け
で
な
い
の
で
注
意
。
普
通
な

ら
、
良
基
の
こ
の
問
い
か
け
に
対
し
、
「
老
蘇
の
杜
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
（
冒
頭
に
書
い

て
あ
る
）。
し
か
し
、
尼
は
「
尼
が
年
の
名
に
て
侍
る
」
と
答
え
た
。
こ
の
意
図
を
答
え

さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
問
題
の
趣
旨
で
あ
る
。
「
尼
が
年
」
と
あ
る
の
で
、
尼
の
年

齢
に
つ
い
て
の
記
述
が
な
い
か
探
し
て
み
る
と
、
２
行
目
に
「
年
長
け
た
る
尼
」
と
書
い

て
あ
っ
た
。
こ
こ
で
「
老
蘇
の
杜
」
の
「
老
」
と
い
う
字
と
「
尼
の
年
」
が
掛
け
ら
れ
て

い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
尼
の
返
答
の
意
図
を
ま
と
め
よ

う
。 

 問
三 

解
答  

《
合
格
答
案
》 

三
十
を
過
ぎ
た
良
基
に
と
っ
て
も
、
尼
と
同
じ
く
、
老
い
は
他
人
事
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
。 

《
満
点
答
案
》 

三
十
過
ぎ
の
良
基
に
も
、
尼
と
同
様
「
老
蘇
の
杜
」
に
象
徴
さ
れ
る
「
老
い
」
は
他
人

事
で
な
い
と
い
う
こ
と
。 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

内
容
説
明
（
要
約
型
） 

 

問
二
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
本
文
に
お
い
て
「
老
蘇
の
杜
」
は
「
老
い
」
の
象
徴
と

し
て
登
場
し
て
い
る
。
こ
の
「
今
は
身
の
老
蘇
の
杜
ぞ
よ
そ
な
ら
ぬ
み
そ
ぢ
あ
ま
り
も
す

ぎ
の
下
蔭
」
と
い
う
歌
は
良
基
が
詠
ん
だ
も
の
で
、「
身
の
老
蘇
の
杜
」
は
、
身
体
の
老

い
を
表
現
し
て
い
る
。
後
半
に
「
み
そ
ぢ
あ
ま
り
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
良
基
は
三
十
歳

を
過
ぎ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
の
で
、「
老
蘇
の
杜
」
が
「
よ
そ
な
ら
ぬ
」

と
い
う
の
は
、
身
体
の
老
い
が
良
基
に
と
っ
て
も
他
人
事
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
の
だ
と
わ
か
る
。
こ
れ
ら
の
内
容
を
ま
と
め
る
。 

 問
四 

解
答  

《
合
格
答
案
》 

旅
の
苦
労
か
ら
く
る
涙
と
、
野
洲
川
の
水
。 

《
満
点
答
案
》 

旅
の
苦
労
を
思
っ
て
流
し
た
涙
と
、
野
洲
川
を
渡
り
な
が
ら
浴
び
る
川
の
水
。 

難
易
度 

★
★
★
☆
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

和
歌 

 

「
い
つ
ま
で
と
袖
う
ち
濡
ら
し
野
洲
川
の
安
げ
な
き
世
を
渡
り
か
ぬ
ら
ん
」
は
、
良
基

が
野
洲
川
を
渡
る
と
き
に
詠
ん
だ
歌
。
「
袖
を
濡
ら
す
」
と
い
え
ば
思
い
浮
か
ぶ
「
涙
」

と
、
川
を
渡
る
場
面
と
い
う
こ
と
か
ら
推
測
で
き
る
「
川
の
水
」
が
解
答
の
中
心
に
な
る

こ
と
は
見
当
が
つ
く
。
だ
が
、
問
題
文
に
「
修
辞
を
ふ
ま
え
て
」
と
い
う
指
示
が
あ
る
の

で
、
こ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
。
「
い
つ
ま
で
と
袖
う
ち
濡
ら
し
」
で
区
切
る
と
、
良
基
が

長
い
旅
の
苦
労
を
思
っ
て
涙
を
流
す
様
子
が
思
い
浮
か
ぶ
。
「
袖
う
ち
濡
ら
し
野
洲
川
の

安
げ
な
き
世
を
渡
り
か
ぬ
ら
ん
」
で
区
切
る
と
、
野
洲
川
の
水
に
濡
れ
る
良
基
の
様
子
が

想
像
で
き
る
。「
渡
る
」
は
「（
川
を
）
渡
る
」
と
「
（
世
を
）
渡
る
」
の
掛
詞
。
以
上
の
解

釈
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
二
つ
の
要
素
に
そ
れ
ぞ
れ
説
明
を
加
え
る
。
和
歌
の
訳
は
現
代

解
説 

解
説 
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語
訳
参
照
。 

 
問
五 

解
答  

《
合
格
答
案
》 

良
基
の
、
田
舎
の
旅
に
よ
る
衰
弱
を
理
由
に
、
旅
の
道
中
に
あ
っ
た
数
々
の
名
所
を
素

通
り
し
た
こ
と
を
非
難
す
る
悪
い
評
判
。 

《
満
点
答
案
》 

歌
人
・
連
歌
師
と
も
あ
ろ
う
良
基
の
、
旅
の
道
中
で
数
々
の
名
所
に
触
れ
な
が
ら
、
田

舎
の
旅
に
よ
る
衰
弱
を
理
由
に
、
歌
を
詠
ま
ず
に
通
り
過
ぎ
た
こ
と
を
非
難
す
る
悪
い

評
判
。 

  

難
易
度 

★
★
★
★
☆ 

設
問
パ
タ
ー
ン 

内
容
説
明
（
要
約
型
） 

 

「
憂
し
」
は
「
つ
ら
い
・
嫌
だ
」
、「
名
」
は
「
名
声
・
評
判
」
の
意
味
。
よ
っ
て
こ
こ
で

い
う
「
憂
き
名
」
は
「
悪
い
評
判
」
の
こ
と
。
「
げ
に
後
ま
で
も
憂
き
名
洩
ら
す
な
」
と

あ
る
の
で
、
良
基
に
と
っ
て
、
伝
え
漏
れ
る
と
困
る
悪
い
評
判
と
は
ど
ん
な
も
の
か
と
考

え
て
み
る
。
ヒ
ン
ト
は
直
前
「
か
か
る
旅
の
空
に
す
き
ず
き
し
か
ら
ん
も
う
る
さ
く
て
過

ぎ
侍
り
し
鄙
の
衰
へ
」
に
あ
る
。
こ
こ
で
は
、「
す
き
ず
き
し
」
は
「
風
情
が
あ
る
」
、「
う

る
さ
し
」
は
「
わ
ず
ら
わ
し
い
」
の
意
味
。「
鄙
の
衰
へ
」
は
（
注
）
に
「
田
舎
の
旅
に
よ

る
衰
弱
」
と
あ
る
の
で
、
良
基
は
、
風
情
あ
る
名
所
に
触
れ
な
が
ら
も
、
旅
の
疲
れ
か
ら

わ
ず
ら
わ
し
い
と
思
っ
て
素
通
り
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
る
。
で

は
、
素
通
り
し
て
し
ま
っ
た
良
基
は
本
来
何
を
す
べ
き
だ
っ
た
の
か
。
そ
れ
が
歌
を
詠
む

こ
と
で
あ
る
。
風
情
あ
る
物
事
に
触
れ
る
と
歌
を
詠
み
た
く
な
っ
て
し
ま
う
の
が
こ
の
時

代
の
人
た
ち
の
性さ

が

と
い
う
も
の
。
ま
し
て
良
基
は
歌
人
・
連
歌
師
で
あ
る
（
前
書
き
に
は

重
要
な
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い
る
の
で
よ
く
読
む
こ
と
！
）。
今
回
の
良
基
の
行
動
が
う
わ

さ
に
な
っ
て
し
ま
え
ば
本
人
も
困
る
だ
ろ
う
。
よ
っ
て
解
答
は
、
こ
の
良
基
が
恐
れ
る
悪

評
の
内
容
を
説
明
し
た
も
の
と
な
る
。 

     

  

 

老
蘇
の
杜
と
い
う
所
は
、
た
だ
杉
の
梢
が
あ
る
ば
か
り
で
、
ほ
か
の
木
は
ま
っ
た
く
混

じ
っ
て
い
な
い
。
山
の
ふ
も
と
に
か
け
て
眺
め
る
末
は
、
と
て
も
見
所
が
多
い
。
道
は
遠

く
、
行
き
暮
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
輿
を
置
い
て
、「
今
夜
一
晩
の
旅
寝
も
、
ど
こ
に
す

る
の
が
よ
い
か
」
と
里
人
を
呼
び
出
し
て
質
問
す
る
と
、
年
老
い
て
い
る
尼
が
一
人
出
て
、

こ
の
辺
り
の
知
識
が
あ
り
そ
う
だ
っ
た
の
で
、「
こ
の
杜
の
様
子
は
と
て
も
趣
深
く
見
え

ま
す
。
名
を
な
ん
と
申
し
ま
す
か
」
、
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、
こ
の
尼
の
言
う
こ
と
に
は
、

「
こ
こ
は
古
い
名
所
で
ご
ざ
い
ま
す
よ
。
尼
の
年
を
表
す
名
で
ご
ざ
い
ま
す
」
と
い
う
趣

旨
を
答
え
た
。
こ
の
よ
う
な
者
の
中
に
も
情
緒
を
解
す
る
物
言
い
は
、
ま
っ
た
く
田
舎
ら

し
い
と
も
思
わ
れ
ず
、
と
て
も
感
心
し
て
、 

今
は
身
の
…
…
（
今
は
も
う
こ
の
身
に
と
っ
て
老
蘇
の
杜
（
＝
老
い
）
も
他
人
事
で

は
あ
り
ま
せ
ん
、
杉
の
下
蔭
で
三
十
年
余
り
も
過
ご
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
ら
） 

気
分
が
悪
い
の
も
や
は
り
わ
ず
ら
わ
し
か
っ
た
の
で
、
一
晩
は
泊
ま
っ
て
、
病
気
の
間
の

発
作
が
起
き
な
い
日
に
だ
け
来
た
道
の
行
く
先
は
、
順
調
に
は
い
か
ず
、
日
数
ば
か
り
が

積
も
っ
た
。 

 

ま
た
、
野
洲
川
と
か
い
う
川
を
渡
る
と
い
う
の
で
、 

解
説 

本
文
解
説 

現
代
語
訳 
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い
つ
ま
で
と
…
…
（
い
つ
ま
で
旅
が
続
く
の
か
と
涙
で
袖
を
濡
ら
し
、
野
洲
川
の
水

で
袖
を
濡
ら
し
て
、
川
を
渡
る
よ
う
に
、
安
ら
か
で
な
い
こ
の
世
を
渡
り
か
ね
て
い

る
の
だ
ろ
う
） 

 

犬
上
鳥
籠
の
山
、
不
知
哉
川
な
ど
と
い
う
所
は
、
そ
れ
ほ
ど
目
立
つ
と
い
う
こ
と
も
な

い
の
で
、
ど
こ
が
そ
こ
な
の
か
判
別
も
つ
か
な
い
。
け
れ
ど
も
名
の
あ
る
所
は
尋
ね
て
み

た
か
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
旅
の
空
に
は
風
流
な
の
も
面
倒
で
通
り
過
ぎ
ま
し
た
、
田
舎

の
旅
に
よ
る
衰
弱
は
、
本
当
に
後
々
ま
で
も
つ
ら
い
評
判
を
漏
ら
す
な
と
、
こ
の
山
里
の

人
に
口
止
め
し
た
い
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

 

い
と 

大
変
・
非
常
に 

け
し
き
【
気
色
】 

①
様
子
②
機
嫌
③
兆
し 

な
さ
け
【
情
け
】 

①
風
流
心
②
趣 

こ
こ
ろ
あ
り
【
心
あ
り
】［
自
ラ
変
］ 

①
情
緒
が
あ
る
②
思
い
や
り
が
あ
る 

お
ぼ
ゆ
［
自
ヤ
下
二
］ 

①
思
わ
れ
る
②
思
い
出
さ
れ
る
③
似
る 

あ
は
れ
な
り 

趣
深
い 

こ
こ
ち
【
心
地
】 

感
じ
・
気
持
ち 

な
ほ 

や
は
り 

む
つ
か
し 

①
不
快
だ
②
面
倒
だ
・
わ
ず
ら
わ
し
い
③
気
味
が
悪
い 

あ
り
し 

以
前
の
・
（
特
に
）
生
前
の 

い
た
し 

は
な
は
だ
し
い 

・
否
定
を
伴
う
と
、
「
そ
れ
ほ
ど
～
な
い
」
と
い
う
意
味
に
な
る
。 

わ
く
【
分
く
】［
他
下
二
］ 

①
区
別
す
る
②
理
解
す
る 

す
き
ず
き
し 

①
風
情
が
あ
る
②
好
色
め
い
て
い
る 

う
る
さ
し 

①
わ
ず
ら
わ
し
い
②
立
派
だ 

げ
に 

①
本
当
に
②
な
る
ほ
ど 

う
し
【
憂
し
】 

①
つ
ら
い
・
嫌
だ
②
冷
た
い 

 

（
松
田
朋
佳
、
築
島
愛
美
、
市
川
裕
圭
） 

用
語
解
説 
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