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注 意 事 項 
 

１． 試験開始の指示があるまで，この問題冊子の中を見てはいけません。 

２． 工学部は，国語・英語のいずれか 1 教科を選択，感性デザイン学部

は，国語・英語・数学の中から２教科を選択して解答しなさい。 

３． 問題冊子の印刷不鮮明，ページの落丁・乱丁等がある場合は，手を

挙げて試験監督者に知らせなさい。 

４． 筆記用具は，黒鉛筆または黒のシャープペンシルに限ります。 

５． 解答用紙に受験番号を記入しなさい。 

６． 解答は，必ず解答用紙の指定された箇所に記入しなさい。 

７． 試験終了後，問題冊子は持ち帰りなさい。 
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国語 

 

第
1
問 

次
の
⑴
～
⑸
の
傍
線
を
引
い
た
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
漢
字
に
直
し
、
解
答
欄
に
記
せ
。
（
配
点 

10
） 

 

⑴ 

新
し
い
仕
組
み
を
コ
ウ
チ
ク
す
る
。 

 

⑵ 

地
域
と
レ
ン
ケ
イ
し
て
解
決
す
る
。 

 
 

⑶ 

各
国
の
ジ
ュ
ウ
キ
ョ
を
調
査
す
る
。 

 
 

 
⑷ 
世
界
イ
サ
ン
に
登
録
さ
れ
る
。 

 
 

 

⑸ 

将
来
の
生
活
習
慣
病
ヨ
ビ
軍
を
減
ら
す
。 

 第
2
問 
次
の
⑴
～
⑸
の
傍
線
を
引
い
た
カ
タ
カ
ナ
の
部
分
を
あ
ら
わ
す
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
～
エ
か
ら
一
つ
ず
つ
選

び
、
そ
の
記
号
を
解
答
欄
に
記
せ
。
（
配
点 

10
） 

  

⑴ 

月
に
一
度
は
棚
オ
ロ
し
を
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア 

落 
 

 
 

イ 

下 
 

 
 

ウ 

降 
 

 
 

エ 

卸 

 

⑵ 

こ
の
一
球
に
優
勝
が
カ
か
る
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア 

懸 
 

 
 

イ 

掛 
 

 
 

ウ 

係 
 

 
 

エ 

架 

 

⑶ 

あ
の
人
は
口
が
カ
タ
い
。 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ア 

固 
 

 
 

イ 

堅 
 

 
 

ウ 

硬 
 

 
 

エ 

難 
 

 

⑷ 

悲
し
い
音
楽
を
聴
い
て
カ
ン
シ
ョ
ウ
的
に
な
る
。 

 
 

 

ア 

観
賞 

 
 

イ 

勧
奨 

 
 

ウ 

感
傷 

 
 

エ 

干
渉 

 

⑸ 

ホ
ウ
ジ
ュ
ン
な
果
物
の
香
り
が
す
る
。 

 
 

 
 

 
 

 

ア 

放
純 

 
 

イ 

芳
醇 

 
 

ウ 

泡
潤 

 
 

エ 

豊
潤 

 

 

第
3
問 

次
の
⑴
～
⑸
の
傍
線
部
の
読
み
方
を
解
答
欄
に
記
せ
。
（
配
点 

10
） 

 

⑴ 

み
ご
と
に
初
陣
を
飾
る
。 

 
 

 

⑵ 

培
っ
た
才
能
を
活
か
す
。 

 
 

 

⑶ 

一
刻
の
猶
予
も
な
い
。 

 
 

 
 

 
 

 

⑷ 

会
社
の
定
款
を
読
む
。 

 
 

 
 

⑸ 
 

敏
捷
な
動
き
を
す
る
。 

 

第
4
問 

次
の
⑴
～
⑸
の
四
字
熟
語
の 

 
 

 

に
は
選
択
肢
の
平
仮
名
に
対
応
す
る
漢
字
一
字
が
入
る
。
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
に
直
し
、
解
答
欄
に
記
せ
。

（
配
点 

10
） 
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国語 
 

⑴ 

創
意 

 
 

 

夫
夫
● 

⑵ 

臨
機 

 
 

 

変
● 

 

⑶ 

盛
者
必 

 
 

 
 

 

⑷ 

二
律
背 

 
 

夫
● 

⑸ 

理
路
整 

 
 

あ 

  

 第
5
問 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
1
～
3
）
に
答
え
よ
。
た
だ
し
、
出
題
の
都
合
上
、
文
章
を
一
部
変
更
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
配

点 
10
） 

 

エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
、
化
石
燃
料
、
核
燃
料
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
３
種
類
が
あ
り
ま
す
。 

化
石
燃
料
と
核
燃
料
は
地
中
か
ら
掘
り
出
し
て
く
る
の
で
、
い
つ
の
日
か
枯
渇
す
る
も
の
で
す
。
一
般
に
金
属
資
源
な
ど
は
、
鉱
山
か
ら
採
掘
が
始

ま
る
と
急
速
に
生
産
が
増
加
し
ま
す
が
、
い
つ
か
は
ピ
ー
ク
に
達
し
て
生
産
が
下
降
に
転
じ
、
最
終
的
に
は
閉
山
に
い
た
り
ま
す
。
実
際
に
こ
れ
ま
で

も
多
く
の
鉱
山
が
閉
山
に
な
り
、
⑴

こ
れ
は
化
石
燃
料
や
核
燃
料
に
つ
い
て
も
い
つ
か
は
訪
れ
る
運
命
と
言
っ
て
も
よ
い
も
の
で
す
。 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
太
陽
と
地
球
の
あ
る
限
り
利
用
で
き
る
持
続
可
能
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
り
、
水
力
、
バ
イ
オ
マ
ス
、
太
陽
光
・
太
陽
熱
、

風
力
、
波
力
、
海
洋
、
潮
汐
な
ど
が
あ
り
ま
す
。 

と
こ
ろ
で
、
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
の
は
堅
苦
し
い
表
現
で
す
。
英
語
で
は
「R

enew
able E

nergy

」
と
言
い
、Renew

able

と
い
う

の
は
「
再
び
新
し
く
な
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。
「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
言
い
方
を
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ど
ち
ら
も
太
陽
、
風
力
、
水
力
、

バ
イ
オ
マ
ス
な
ど
の
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
流
れ
を
利
用
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
い
う
に

は
⑵

少
し
問
題
も
あ
り
ま
す
。
石
油
や
石
炭
も
自
然
界
か
ら
取
り
出
し
て
利
用
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
で
は
な
い
か
、
と
い
う

反
論
が
出
て
き
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
よ
り
正
確
な
日
本
語
と
し
て
、
堅
苦
し
い
で
す
が
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
し
て
い
る
の
で
す
。 

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
比
較
し
て
み
ま
す
。
単
位
面
積
当
た
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
密
度
の
点
か
ら
み
る
と
、
水
力
と
地
熱
は
比
較
で
き
ま
せ
ん
が
、

〔 

Ａ 

〕>

〔 

Ｂ 

〕>
 

太
陽
光
・
太
陽
熱 

>

〔 

Ｃ 

〕
に
な
っ
て
い
ま
す
。
バ
イ
オ
マ
ス
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
密
度
は
太
陽
光
発
電
の
10
分
の
1
程

度
で
あ
り
、
波
力
発
電
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
密
度
は
、
風
力
発
電
の
数
倍
か
ら
10
倍
以
上
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
波
力
発
電
で
は
設
備
に
か
か
る
応
力
が
非

ぜ
ん 

 
 

く 
 

 

は
ん 

 
 

す
い 

 
 

お
う 
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国語 

 

常
に
大
き
く
海
水
に
よ
る
腐
食
も
あ
り
、
試
作
さ
れ
た
設
備
の
耐
久
性
が
問
題
に
な
り
ま
す
。
日
本
で
は
１
９
８
０
年
代
に
波
力
発
電
の
開
発
が
行
わ

れ
ま
し
た
が
、
現
在
で
は
本
格
的
な
開
発
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。 

（
出
典 

槌
屋
治
紀
著
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
っ
て
な
に
？
」
『
地
球
と
つ
な
が
る
暮
ら
し
の
デ
ザ
イ
ン
』
木
楽
舎
） 

 問
1 

傍
線
部
⑴
「
こ
れ
」
の
指
し
て
い
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア
～
エ
か
ら
一

つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
解
答
欄
に
記
せ
。 

  
 

ア 

地
中 

 
 

イ 

枯
渇 

 
 

ウ 

増
加 
 

 

エ 

下
降 

 

問
2 

傍
線
部
⑵
「
少
し
問
題
も
あ
り
ま
す
」
の
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
章
を
読
ん

で
、
空
欄 

 
 

 

に
あ
て
は
ま
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選

び
、
そ
の
記
号
を
解
答
欄
に
記
せ
。 

 

  
 

「
自
然
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
呼
ぶ
と
、
自
然
界
か
ら
取
り
出
し
て
利
用
し
て
い
る
石
油
や
石
炭

も
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
石
油
や
石
炭
は
天
然
ガ
ス
と
と
も
に
一
般
的
に
「 

 
 

 

エ
ネ

ル
ギ
ー
」
と
呼
ば
れ
て
お
り
、
太
陽
、
風
力
、
水
力
、
バ
イ
オ
マ
ス
な
ど
、
自
然
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
流
れ
．
．
を
利
用
す
る
「
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
と
は
区
別
し
て
分
類
さ
れ
て
い
る
か
ら
。 

  
 

ア 

電
気 

 
 

イ 

自
然 

 
 

ウ 

化
石 

 
 

エ 

核 

 

問
3 

空
欄
〔 

Ａ 

〕 

～
〔 

Ｃ 

〕
に
入
る
語
句
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ

 

表 日本における各種の再生可能エネルギーの比較 
再生可能 
エネルギー 

エネルギー利用密度と 
変換効率 年間設備利用率 

水力発電 雨水を貯水池にためるので非常に大きい 40〜55％ 
太陽光発電 太陽エネルギーは最大 1kW/㎡の密度、 

この 13〜15％を電気に変換する 
日本では 12％、平均年
間 1000 時間利用可能 

太陽熱 (熱利用) 太陽エネルギーの 30〜70％を熱として 
捕獲 

貯湯タンクで一年中利
用可能 

太陽熱発電 太陽光を鏡で集光して高温蒸気を作り 
タービンで発電する 

20％程度、蓄熱装置を
利用 

風力発電 風のエネルギーは風速の３乗に比例、1〜
20kW/㎡、その 25〜40％を利用可能 

20 ％ 以 上 な ら 経 済 的
に成立 

バイオマス 年間の太陽エネルギーの 1〜2％を固定 
生育量 5〜10 トン/ha 年 

いつでも利用可能な貯
蔵エネルギー 

地熱発電 地価の熱水と蒸気（50℃〜200℃以上） 63〜80％ 
波力発電 海外線 1m あたり 5〜25kW 30％程度 
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国語 

れ
ア
～
エ
か
ら
一
つ
ず
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
解
答
欄
に
記
せ
。
な
お
、
文
中
の
「 

>
 

」
の
記
号
は
、
「
前
者
が
後
者
よ
り
値
が
大
き
い
」
こ
と

を
意
味
し
ま
す
。
前
ペ
ー
ジ
に
示
し
た
表
「
日
本
に
お
け
る
各
種
の
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
比
較
」
も
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。 

  
 

ア 

水
力 

 
 

イ 

風
力 

 
 

ウ 

バ
イ
オ
マ
ス 

 
 

エ 

波
力 

 

第
6
問 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
（
問
1
～
9
）
に
答
え
よ
。
た
だ
し
、
出
題
の
都
合
上
、
文
章
を
一
部
変
更
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
（
配

点 

50
） 

 

で
は
日
本
民
藝
館
の
こ
れ
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
対
し
て
、
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
観
点
か
ら
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。 

 

ま
ず
単
純
に
驚
く
の
が
、
総
計
一
万
七
○
○
○
点
に
達
す
る
と
い
う
そ
の
数
で
あ
る
。
そ
れ
ほ
ど
の
資
産
家
で
も
な
か
っ
た
柳
が
一
代
で
こ
れ
だ
け

の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
「
民
藝
」
の
大
半
が
無
名
の
工
人
の
制
作
し
た
日
用
雑
器
で
あ
り
、
タ
ダ
同
然
で
入
手
可
能
で
あ

っ
た
か
ら
だ
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
当
の
柳
も
「
若も

し
自
慢
す
る
こ
と
が
あ
れ
ば
、
集
め
た
品
物
の
内
容
に
対
し
、
消
費
し
た
金
額
が
、
吾
々

わ

れ

わ

れ

の
場
合

ほ
ど
少
量
な
例
は
他
に
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」(

「
民
藝
館
の
蒐
集

し
ゅ
う
し
ゅ
う

」)

と
自
画
自
賛
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
民
藝
館
の
ａ

膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

は
、
柳
が
自
ら
定
め
た
「
民
藝
」
の
定
義
に
忠
実
に
工
芸
品
の
収
集
を
進
め
た
何
よ
り
の
①

証
左
で
あ
る
。 

 

次
に
驚
く
の
が
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
広
が
り
で
あ
る
。
収
集
の
対
象
は
美
術
・
工
芸
の
ほ
ぼ
全
域
に
及
ん
で
い
る
ほ
か
、
「
民
画
」
「
民
窯
」
と
い
う
言

葉
が
示
す
よ
う
に
、
無
名
の
工
人
の
作
品
が
多
く
を
ｂ

占
め
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
。
ま
た
地
域
的
な
広
が
り
に
し
て
も
、
北
海
道
、
沖
縄
を
含
め
た
日

本
全
土
、
朝
鮮
半
島
、
中
国
・
台
湾
や
欧
米
に
ま
で
及
ん
で
い
る(
以
前
民
藝
館
を
訪
れ
た
と
き
は
、
メ
キ
シ
コ
や
イ
ラ
ン
の
工
芸
品
も
展
示
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
記
憶
し
て
い
る)

。
こ
の
現
実
を
前
に
す
る
と
、
地
域
の
土
産
品
と
い
っ
た
感
想
が
全
く
の
的
外
れ
で
あ
る
こ
と
が
よ
く
わ
か
る
。 

「
民
藝
」
の
美
術
館
の
設
立
に
向
け
て
ｃ

奔
走
し
て
い
た
当
時
、
柳
は
国
内
外
各
所
の
工
房
や
市
で
多
く
の
工
芸
品
に
接
し
、
そ
の
中
か
ら
自
ら
の
定

義
し
た
「
民
藝
」
の
基
準
に
か
な
う
工
芸
品
を
選よ

り
、
購
入
し
て
は
分
類
・
整
理
す
る
行
為
を
繰
り
返
し
て
い
た
。
工
芸
品
の
調
査
や
買
い
付
け
、
分
類

と
い
う
形
で
実
行
さ
れ
た
情
報
検
索
・
収
集
・
分
類
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
⑴

本
書
で
い
う
と
こ
ろ
の
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
で
あ
る
。 
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国語 

 

そ
の
際
の
情
報
選
択
、
す
な
わ
ち
購
入
す
る
工
芸
品
の
選
択
は
い
か
な
る
基
準
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
、
国
公
立
の
美
術
館
で
は

新
規
に
作
品
を
購
入
す
る
場
合
に
は
、
複
数
の
有
識
者
に
よ
る
作
品
選
定
委
員
会
な
ど
の
合
議
を
通
じ
て
決
定
さ
れ
る
。
税
金
で
作
品
を
購
入
す
る
以

上
、
当
然
そ
の
使
途
に
は
厳
密
な
公
平
さ
が
求
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
私
立
美
術
館
で
も
こ
れ
に
準
ず
る
シ
ス
テ
ム
を
採
用
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
多

い
。
と
こ
ろ
が
日
本
民
藝
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
形
成
は
こ
う
し
た
シ
ス
テ
ム
と
は
一
切
無
縁
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
、
柳
宗
悦
と
い
う
一
個
人

の
趣
味
、
審
美
眼
に
ｄ

由
来
し
て
い
る
。
個
々
の
展
示
品
は
あ
く
ま
で
も
柳
の
審
美
眼
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
「
作
品
」
で
あ
っ
て
、
人
類
学
や
民
族
学
な

ど
の
学
問
的
見
地
か
ら
選
定
さ
れ
た
「
資
料
」
で
は
な
い
の
だ
。 

で
は
柳
の
選
択
基
準
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
若
い
頃
に
は
西
洋
美
術
を
、
ま
た
後
年
に
な
っ
て
も
ウ
ィ
ン
ザ
ー
風
の
英
国
家
具

を
愛
好
す
る
な
ど
、
柳
の
意
識
の
根
底
に
は
、
歳と

し

を
重
ね
た
後
で
も
貴
族
的
な
高
級
文
化
嗜
好

し

こ

う

が
残
存
し
て
い
た
。
一
方
で
朝
鮮
や
沖
縄
の
工
芸
へ
と

深
く
感
情
移
入
し
、
ア
イ
ヌ
や
台
湾
の
少
数
民
族
の
工
芸
を
も
収
集
対
象
と
し
た
柳
は
、
朝
鮮
の
工
芸
を
「
哀
傷
の
美
」
と
評
し
た
よ
う
に
、
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
へ
の
共
感
や
あ
る
種
の
泥
臭
さ
に
傾
倒
す
る
一
面
も
併
せ
持
っ
て
い
た
。
柳
の
内
面
に
は
相
互
に
矛
盾
し
た
複
数
の
嗜
好
が
併
存
し
て
お
り
、
そ

の
嗜
好
に
基
づ
く
価
値
判
断
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
日
用
雑
器
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
、
⑵

類
例
の
な
い
独
特
の
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
柳
の
主
観
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る

、
、
、
、
と
い
う
点
は
、
「
民
藝
」
の
特
徴
を
決
定
づ
け
る
要
素
で
あ
る
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
も
っ
ぱ
ら
主
観
に
依
拠
し
た
収
集
に
は
、
例
え
ば
同
時
代
の
北
大
路

き

た

お

お

じ

魯
山
人

ろ

さ

ん

じ

ん

（
注
１
）
や
今こ

ん

和
次
郎
（
注
２
）
に
よ
る
批
判
も
存
在
し

た
。
魯
山
人
に
し
て
み
れ
ば
無
名
の
工
人
の
民
具
の
中
か
ら
一
部
の
も
の
の
み
を
選
ぶ
と
い
う
柳
の
姿
勢
に
は
鼻
持
ち
な
ら
な
い
エ
リ
ー
ト
臭
が
匂
っ

て
い
た
の
だ
ろ
う
し
、
ま
た
工
芸
に
は
鑑
賞
用
の
「
美
術
工
芸
」
と
実
用
的
な
「
平
民
工
芸
」
の
二
種
類
し
か
な
い
と
考
え
る
今
に
し
て
み
れ
ば
、
「
民

藝
」 

は
「
平
民
工
芸
」
の
中
か
ら
一
部
だ
け
を
②

恣
意
的
に
抜
き
取
っ
た
も
の
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
の
だ
ろ
う
。 

 

こ
こ
で
あ
る
一
つ
の
言
葉
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。
世
間
で
は
、
多
く
の
凡
作
の
中
に
埋
も
れ
た
傑
作
を
見
出

み

い

だ

す
能
力
、
作
品
の
真
贋
を
的
確
に
見

抜
く
能
力
の
持
ち
主
を
「
目
利
き
」
と
い
う
。
「
目
利
き
」
は
様
々
な
分
野
に
存
在
す
る
が
、
骨
董

こ

っ

と

う

や
古
美
術
の
世
界
で
は
特
に
重
宝
さ
れ
る
印
象
が
あ

る
。
今
ま
で
の
論
旨
か
ら
す
る
と
、
柳
も
ま
た
「
目
利
き
」
の
一
人
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
柳
に
そ

う
し
た
資
質
が
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
だ
が
、
⑶

私
は
そ
の
こ
と
は
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
「
目
利
き
」
の
本
質
が
玉
石

混
淆

こ

ん

こ

う

の
中
か
ら
傑
作
を
選
び
出
す
こ
と
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
民
藝
」
の
本
質
は
選
ば
れ
た
「
下
手
物
」
に
新
た
な
価
値
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
あ
る
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か
ら
だ
。
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
観
点
か
ら
は
、
既
存
の
判
断
基
準
に
即
し
た
形
で
優
れ
た
も
の
を
選
ぶ
こ
と
と
、
選
ん
だ
も
の
に
よ
っ
て
新
し
い
価
値

を
形
成
す
る
こ
と
は
、
別
の
次
元
に
位
置
す
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。 

 

で
は
柳
が
自
ら
の
主
観
、
審
美
眼
に
よ
っ
て
数
あ
る
日
用
雑
器
の
中
か
ら
特
定
の
も
の
だ
け
を
選
び
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
「
民
藝
」
の
画

期
性
は
何
だ
ろ
う
か
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は
新
し
い
価
値
を
生
み
出
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
れ
に
は
⑷

大
き
く
分
け
て
二
つ
の
側
面
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。 

 

一
つ
は
、
「
民
藝
」
と
い
う
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
を
創
出
し
た
こ
と
だ
。
「
民
衆
的
工
藝
」
の
略
語
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
「
民
藝
」
は
工
芸
の
一
ジ
ャ

ン
ル
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
日
本
の
工
芸
に
は
近
代
化
以
前
か
ら
各
地
で
脈
々
と
継
承
さ
れ
て
き
た
伝
統
工
芸
の
諸
流
派
、
鑑
賞
用
の
美
術
工
芸

の
諸
流
派
、
海
外(

主
に
欧
米
諸
国)

の
美
意
識
や
技
法
に
多
く
を
依
拠
す
る
ク
ラ
フ
ト
な
ど
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
が
存
在
す
る
が
、
「
民
藝
」
は
こ
れ
ら
の

い
ず
れ
と
も
異
な
る
特
徴
を
持
つ
。
提
唱
さ
れ
て
一
〇
〇
年
近
く
経た

っ
た
現
在
、
全
国
各
地
で
総
計
二
八
の
民
藝
館(

ゆ
か
り
の
美
術
館
な
ど
を
含
む)

が
存
在
す
る
な
ど
一
定
の
存
在
感
を
持
ち
、
海
外
で
も
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
る
。
技
術
的
、
造
形
的
な
特
徴
で
も
な
け
れ
ば
流
派
で
も
な
く
、
あ
く
ま

で
一
個
人
の
主
観
に
よ
っ
て
工
芸
の
一
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
た
こ
と
は
、
紛
れ
も
な
く
柳
の
③

慧
眼

け

い

が

ん

を
物
語
る
も
の
と
い
え
る
。 

 

も
う
一
つ
が
、
独
自
の
価
値
体
系
を
創
出
し
た
こ
と
だ
。
既
に
説
明
し
た
よ
う
に
、
「
民
藝
」
は
日
用
の
雑
器
の
中
か
ら
選
ば
れ
た
も
の
で
あ
り
、
も

と
も
と
は
「
下
手
物
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
で
も
あ
る
の
で
、
そ
れ
自
体
は
非
常
に
安
価
に
入
手
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
個
々
の
雑
器
に
市
場
価

値
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
第
二
次
世
界
大
戦
前
に
収
集
し
た
作
品
は
、
最
も
高
額
な
も
の
で
も
九
○
○
円(

当
時)

だ
っ
た
と
い
う
。
加
え
て
作
者
は
無
名

の
工
人
ば
か
り
で
作
家
性
が
顧
み
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
た
め
、
美
術
品
や
文
化
財
と
し
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
開
館
か
ら
八
〇
年
以

上
経
っ
た
現
在
も
、
約
一
万
七
○
○
○
点
の
日
本
民
藝
館
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
う
ち
、
重
要
文
化
財
に
認
定
さ
れ
て
い
る
の
は
《
絵え

唐
津

が

ら

つ

芦あ

し

文も

ん

壺つ

ぼ

》
た
だ

一
点
で
あ
る
。 

 

市
場
価
値
も
ほ
と
ん
ど
な
け
れ
ば
、
美
術
品
や
文
化
財
と
し
て
の
価
値
が
認
定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
、
無
数
の
「
下
手
物
」
を
な
ぜ
多
く
の
人

が
あ
り
が
た
が
り
、
わ
ざ
わ
ざ
鑑
賞
に
訪
れ
る
の
か
。
そ
れ
は
「
民
藝
」
そ
れ
自
体
に
価
値
が
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
国
内
外
の
各
地
に
遍

在
し
た
無
数
の
「
⑸

下
手
物
」
の
う
ち
、
柳
の
眼
鏡
に
か
な
っ
た
一
部
が
選
り
す
ぐ
ら
れ
て
再
構
成
さ
れ
た
と
き
、
「
民
藝
」
と
名
付
け
ら
れ
た
そ
の
収

集
は
独
自
の
価
値
を
獲
得
し
た
。 

 

20220202



 

 

国語 

 

美
術
史
家
や
骨
董
商
な
ど
が
価
値
を
認
め
て
い
な
い
「
下
手
物
」
に
い
ち
早
く
目
を
付
け
、
安
値
で
買
い
集
め
る
自
ら
の
行
為
を
、
柳
は
「
創
作
的
な

蒐
集
」
と
称
し
、
ま
た
「
蒐
集
と
呼
ぶ
か
ら
に
は
、
何
等
か
の
存
在
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。(

中
略)

蒐
集
は
ど
こ
ま
で
も
質
の
正
し
さ
を
追
う
べ

き
で
あ
る
。
そ
れ
で
な
い
と
存
在
の
意
味
が
淡
く
な
り
、
単
に
個
人
の
変
っ
た
性
癖
の
現
れ
に
過
ぎ
な
く
な
っ
て
了し

ま

う
」(

「
民
藝
館
の
蒐
集
」)

と
、
自

ら
の
価
値
判
断
に
基
づ
く
蒐
集
の
意
義
に
強
く
こ
だ
わ
っ
て
い
た
。
こ
の
「
創
作
的
な
蒐
集
」
は
本
書
で
い
う
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
ほ
ぼ
同
義
と
い
っ

て
よ
い
が
、
こ
の
言
葉
へ
の
言
及
が
示
す
よ
う
に
、
柳
は
収
集
に
よ
っ
て
新
た
な
価
値
を
つ
く
り
だ
す
こ
と
に
極
め
て
自
覚
的
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
鑑

賞
者
は
そ
の
価
値
の
総
体
を
見
に
来
る
の
だ
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。 

 

も
ち
ろ
ん
、
い
か
に
「
創
作
的
な
蒐
集
」
を
駆
使
し
よ
う
と
し
て
も
、
無
か
ら
有
を
生
む
こ
と
は
で
き
な
い
以
上
、
背
景
と
な
る
価
値
観
や
経
験
が
必

要
と
さ
れ
る
。
柳
が
「
民
藝
」
の
着
想
に
至
っ
た
の
に
は
い
く
つ
か
の
理
由
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
で
も
こ
こ
で
は
特
に
重
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を

指
摘
し
て
お
こ
う
。 

一
つ
が
そ
の
平
和
主
義
的
な
要
素
で
あ
る
。
柳
の
父
が
軍
人
で
あ
っ
た
こ
と
は
既
に
触
れ
た
が
、
軍
国
少
年
で
あ
っ
た
時
期
は
短
く
、
学
習
院
で
「
白

樺
」
に
参
加
し
た
頃
に
は
既
に
平
和
主
義
を
志
向
し
て
い
た
よ
う
だ
。 

李
朝
工
芸
の
発
見
は
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
植
民
地
政
策
へ
の
反
対
運
動
と
密
接

に
関
連
し
て
い
た
し
、
柳
が
ト
ル
ス
ト
イ
の
『
戦
争
と
平
和
』
や
マ
ハ
ト
マ
・
ガ
ン
デ
ィ
ー
の
非
暴
力
・
非
服
従
主
義
を
絶
賛
し
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
。
日
本
国
内
に
あ
っ
て
沖
縄
や
ア
イ
ヌ
の
工
芸
に
強
い
関
心
を
向
け
た
の
も
、
「
弱
者
」
と
し
て
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
共
感
に
よ
る
部
分

が
大
き
い
の
だ
ろ
う
。
日
本
民
藝
館
の
膨
大
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
中
に
、
刀
剣
や
銃
器
、
甲
冑

か
っ
ち
ゅ
う

と
い
っ
た
武
具
が
一
切
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
も
、
そ
の

平
和
主
義
的
な
側
面
を
物
語
る
。 

 

半
面
、
柳
の
平
和
主
義
は
そ
の
偽
善
性
を
厳
し
く
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。
柳
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
が
、
「
白
樺
」
の
メ
ン
バ
ー
の
ユ
ー
ト

ピ
ア
思
想
は
し
ば
し
ば
世
間
知
ら
ず
の
お
坊
ち
ゃ
ん
の
夢
想
と
揶
揄

や

ゆ

さ
れ
て
い
た
し
、
事
実
、
戦
時
中
に
は
思
想
的
に
は
相
容

あ

い

い

れ
な
い
は
ず
の
大
政
翼

賛
会
へ
と
無
警
戒
に
接
近
し
、
日
本
の
傀
儡

か

い

ら

い

で
あ
っ
た
旧
満
州
国(

現
中
国
東
北
部)

を
「
美
の
国
」
と
し
て
称
賛
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
す
ら
あ
る
。
柳
は

満
州
へ
と
ｅ

赴
き
、
現
地
の
工
芸
の
調
査
を
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
私
も
数
年
前
に
旧
満
州
国
時
代
の
遺
構
を
い
く
つ
か
調
査
し
て
回
っ
た
こ
と
が
あ
る

が
、
そ
れ
ら
の
施
設
は
、
長
い
年
月
が
経
過
し
た
現
在
も
、
か
つ
て
日
本
が
こ
の
人
工
国
家
で
行
っ
た
様
々
な
実
験
の
ｆ

痕
跡
を
濃
厚
に
と
ど
め
て
い

た
。 
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ま
た
し
ば
し
ば
そ
の
画
期
性
が
評
価
さ
れ
る
朝
鮮
半
島
に
お
け
る
植
民
地
政
策
批
判
に
し
て
も
、
朝
鮮
人
の
対
日
独
立
を
積
極
的
に
支
援
す
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
「
哀
傷
の
美
」
と
い
う
言
葉
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
結
局
は
日
本
の
植
民
地
支
配
と
い
う
現
実
を
黙
認
し
つ
つ
、
自
ら
の
美
的
な
趣

味
を
語
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
と
の
批
判
は
、
柳
没
後
か
ら
約
半
世
紀
が
経
過
し
た
現
在
も
絶
え
る
こ
と
が
な
い
。 

 
二
つ
め
は
、
仏
教
思
想
の
影
響
で
あ
る
。
柳
は
一
時
期
他
力
系
の
仏
教
、
と
り
わ
け
浄
土
真
宗
に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
浄
土
真
宗
は
悪
人
で
も

救
済
の
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
「
悪
人
正
機
」
を
大
き
な
特
徴
と
す
る
が
、
柳
は
こ
れ
を
「
民
藝
」
へ
と
引
き
寄
せ
、
決
し
て
天
賦
の
才
の
持
ち
主
と
は

い
え
な
い
無
名
の
工
人
で
あ
っ
て
も
、
優
れ
た
美
を
生
み
出
す
可
能
性
が
あ
る
も
の
と
し
て
読
み
替
え
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。 

 

さ
ら
に
独
特
な
の
が
「
無
対
辞
」
と
い
う
概
念
の
理
解
で
あ
る
。
仏
教
思
想
に
ｇ

疎
い
私
が
適
切
に
要
約
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
「
無
対
辞
」
と
は

世
界
を
善
悪
や
美
醜
と
い
っ
た
弁
証
法
的
な
二
元
論
で
と
ら
え
る
の
で
は
な
く
、
一
切
の
対
立
を
包
み
込
ん
だ
「
一
」
な
る
も
の
と
し
て
の
仏(

神)

の

境
地
に
達
す
る
こ
と
を
理
想
と
み
な
す
思
想
で
あ
る
と
い
え
る
。
「
柳
に
風
」
「
暖
簾

の

れ

ん

に
腕
押
し
」
な
ど
の
言
葉
に
片
鱗

へ

ん

り

ん

が
現
れ
る
そ
の
概
念
に
、
柳
は

若
い
頃
か
ら
一
貫
し
て
関
心
を
抱
い
て
い
た
ら
し
い
。 

 

一
つ
だ
け
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
学
生
時
代
の
柳
は
西
洋
美
術
に
熱
中
し
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
そ
の
数
年
後
に
訪
れ
た
李
朝

工
芸
と
の
出
会
い
は
し
ば
し
ば
美
的
関
心
の
移
行
の
き
っ
か
け
と
し
て
語
ら
れ
て
き
た
の
だ
が
、
柳
の
評
伝
『
柳
宗
悦
―
「
無
対
辞
」
の
思
想
』
の
中

で
、
松
竹

ま

つ

た

け

洸こ

う

哉や

は
「
ブ
レ
イ
ク
、
更
に
は
民
藝
論
と
そ
の
後
に
至
る
宗
悦
の
美
の
思
想
は
、
事
物
に
内
在
す
る
『
真
性
』
を
直
覚
し
て
い
く
な
か
で
、
自

ら
の
生
を
普
遍
的
世
界
に
繋つ

な

い
で
い
く
志
向
性
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
た
」
と
断
言
す
る
。
一
見
断
絶
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
柳
の
関
心
に
実
は
明

ら
か
な
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
と
の
指
摘
に
は
、
私
も
賛
成
で
あ
る
。 

 

三
つ
め
は
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
か
ら
の
影
響
で
あ
る
。
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
と
は
一
九
世
紀
後
半
の
イ
ギ
リ
ス
に
出
現

し
た
美
術
工
芸
運
動
で
、
産
業
革
命
に
よ
る
社
会
構
造
の
転
換
で
ｈ

粗
悪
な
日
用
品
が
大
量
に
市
場
に
出
回
っ
た
こ
と
へ
の
反
発
か
ら
、
中
世
を
理
想
と

仰
ぎ
、
手
仕
事
へ
の
回
帰
を
目
指
そ
う
と
し
た
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ブ
レ
イ
ク
に
関
心
を
抱
い
て
い
た
柳
は
、
そ
の
関
心
の
延
長
線
上
で
ご
く
自
然
に
ア
ー

ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
の
中
心
を
担
っ
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
や
、
モ
リ
ス
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
美
術
評
論
家
ジ
ョ
ン
・
ラ
ス
キ
ン
の
思

想
に
も
接
し
た
こ
と
だ
ろ
う
。
一
九
二
九
年
に
は
、
柳
が
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
の
拠
点
で
あ
っ
た
ケ
ル
ム
ス
コ
ッ
ト
を
訪
れ
た
記
録
が
残

さ
れ
て
い
る
。 

ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
運
動
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
な
自
然
志
向
は
「
白
樺
」
と
も
通
じ
る
部
分
が
大
き
く
、
柳
も
共
感
を
寄
せ
た
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こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。 

 

民
藝
運
動
を
創
始
し
た
当
初
か
ら
、
民
藝
と
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
と
の
類
似
を
指
摘
す
る
意
見
は
存
在
し
た
。
柳
は
戦
後
に
発
表
し
た
「
民

藝
の
立
場
」(

一
九
五
四)

で
、
「
私
共
の
民
藝
運
動
は
、
決
し
て
モ
リ
ス
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
、
民
藝
と
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
の

違
い
を
強
調
し
て
い
る
が
、
客
観
的
に
見
て
影
響
を
一
切
受
け
な
か
っ
た
と
考
え
る
こ
と
は
明
ら
か
に
不
自
然
だ
ろ
う
。 

 

で
は
⑹

な
ぜ
、
柳
は
民
藝
と
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
の
違
い
を
強
調
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、
柳
が
「
民
藝
」
を
発
案
し
た

の
は
李
朝
工
芸
に
触
れ
た
こ
と
が
大
き
な
き
っ
か
け
で
あ
っ
た
が
、
中な

か

見み

真
理

ま

り

に
よ
れ
ば
、
一
九
一
〇
年
代
後
半
か
ら
、
柳
は
日
本
の
工
芸
が
朝
鮮
や

中
国
の
模
倣
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
い
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
日
本
独
自
の
造
形
は
何
か
と
考
え
、
「
民
藝
」
へ
と
至
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。

「
外
来
の
手
法
に
陥
ら
ず
他
国
の
模
倣
に
終
ら
ず
、
凡す

べ

て
の
美
を
故
国
の
自
然
と
血
と
か
ら
汲
ん
で
、
民
族
の
存
在
を
鮮
か
に
示
し
た
。
恐
ら
く
美
の

世
界
に
於お

い

て
、
日
本
が
独
創
的
日
本
た
る
事
を
最
も
著
し
く
示
し
て
い
る
の
は
、
此こ

の

『
下
手
も
の
』
の
領
域
に
於
て
で
あ
ろ
う
」
と
「
設
立
趣
意
書
」
で

も
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
柳
の
主
観
に
大
き
く
依
拠
し
つ
つ
日
本
文
化
の
独
自
性
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
「
民
藝
」
と
、
産
業
革
命

以
後
の
社
会
変
革
へ
の
異
議
申
し
立
て
で
あ
っ
た
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
の
在
り
方
は
、
そ
の
根
本
に
お
い
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
た
と
い
わ

ね
ば
な
る
ま
い
。 

 

一
九
六
一
年
に
柳
が
他
界
し
て
か
ら
既
に
六
〇
年
近
い
歳
月
が
経
過
し
た
。
柳
が
設
立
し
た
日
本
民
藝
館
は
そ
の
後
も
精
力
的
に
活
動
を
展
開
し
て

お
り
、
現
在(

二
〇
二
〇
年
一
二
月)

は
プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
深
澤
直
人
が
五
代
目
の
館
長
と
し
て
ｉ

手
腕
を
振
る
っ
て
い
る
。
そ
の
他
全
国
に
は

現
在
二
八
の
民
藝
館
が
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ
活
動
を
展
開
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
施
設
で
も
「
民
藝
」
の
展
覧
会
が
開
催
さ
れ
る
こ
と
は
珍
し
く
な

い
。
柳
と
行
動
を
共
に
し
た
同
人
作
家
の
活
動
も
そ
れ
ぞ
れ
継
承
さ
れ
て
い
っ
た
し
、
ま
た
収
集
家
と
い
う
意
味
で
は
、
柳
に
李
朝
工
芸
を
手
ほ
ど
き

し
た
浅
川
伯
教

の

り

た

か

・
巧

た
く
み

兄
弟
の
よ
う
な
同
時
代
人
や
、
美
術
評
論
家
の
青
山
二
郎
や
白
洲
正
子
と
い
っ
た
後
進
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
施
設
や
人
々
は
、
み
な
そ
れ
ぞ
れ
の
流
儀
で
「
民
藝
」
を
継
承
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

 

だ
が
私
は
、
以
上
の
誰
で
も
な
く
、
こ
こ
で
は
杉
本
博
司

ひ

ろ

し

を
「
民
藝
」
の
後
継
者
と
み
な
し
た
い
。
世
界
的
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
知
ら
れ
る
杉
本

だ
が
、
柳
と
血
縁
や
師
弟
関
係
な
ど
の
つ
な
が
り
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
民
藝
思
想
の
影
響
を
公
言
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い(

本
人
は
し
ば
し
ば

「
数
寄
者
」
を
自
称
し
て
い
る)

。
に
も
か
か
わ
ら
ず
こ
の
よ
う
な
強
引
な
仮
説
を
立
て
た
の
は
、
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
価
値
形
成
」
に
焦
点
を
合
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わ
せ
て
み
た
と
き
、
⑺

最
も
後
継
者
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
対
応
す
る
日
本
語
は
「
収
集
」
だ
が
、
「
蒐
集
」
と
表
記
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
両
者
を
は
っ
き
り
と
区
別
で
き
る
わ
け
で
は
な
い

が
、
後
者
は
古
美
術
や
骨
董
で
多
く
言
及
さ
れ
る
な
ど
、
コ
レ
ク
タ
ー
の
趣
味
を
強
調
す
る
場
合
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
。
し
て
み
る
と
、

「
創
作
的
な
蒐
集
」
を
④

標
榜
す
る
だ
け
あ
っ
て
、
柳
の
趣
味
が
色
濃
く
反
映
さ
れ
た
「
民
藝
」
も
「
蒐
集
」
の
所
産
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
私
が
こ
こ
で

杉
本
の
名
を
挙
げ
た
の
は
、
彼
が
現
在
最
も
「
蒐
集
」
の
成
果
に
自
覚
的
な
一
人
、
い
う
な
れ
ば
「
創
作
的
な
蒐
集
」
の
実
践
者
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
は

杉
本
の
収
集
の
一
部
を
「
杉
本
博
司 

趣
味
と
芸
術
―
味
占
郷
／
今
昔
三
部
作
」
展(

千
葉
市
美
術
館
、
二
〇
一
五
年)

、
「
杉
本
博
司
ロ
ス
ト
・
ヒ
ュ
ー

マ
ン
」
展 

(

東
京
都
写
真
美
術
館
、
二
〇
一
六
年)

、
「
杉
本
博
司 

瑠
璃
の
浄
土
」
展(

京
都
市
京
セ
ラ
美
術
館
、
二
〇
二
〇
年)

 

な
ど
で
見
る
機
会
が

あ
っ
た
。
杉
本
と
民
藝
運
動
の
間
に
は
何
の
接
点
も
な
い
が
、
こ
こ
に
は
「
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
よ
る
価
値
形
成
」
と
い
う
一
点
で
共
通
点
を
見
出
す
こ
と

が
で
き
る
。 

 

杉
本
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
射
程
は
広
く
、
自
ら
の
ｊ

商
い
の
対
象
で
あ
っ
た
骨
董
や
古
美
術
の
他
、
化
石
や
下
手
物
も
含
ま
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
ロ
ス
ト
・
ヒ
ュ
ー
マ
ン
」
展
の
会
場
に
展
示
さ
れ
て
い
た
旧
満
州
国
の
勲
章
や
看
板
、
マ
ン
ホ
ー
ル
の
蓋ふ

た

の
類
は
、
本
人
を
は
じ
め
と
す
る
ご
く
一
部

の
人
間
に
し
か
価
値
が
な
い
と
い
う
点
か
ら
も
、
下
手
物
と
い
う
以
外
に
形
容
す
べ
き
言
葉
が
見
つ
か
ら
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
気
に
な
る
の
は
、
個
々

の
品
の
価
格
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
杉
本
が
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
の
下
手
物
の
所
在
を
突
き
止
め
、
入
手
し
た
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
で
、
現
在
の

よ
う
に
作
家
と
し
て
多
忙
に
な
る
以
前
に
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
古
美
術
商
と
し
て
生
計
を
立
て
て
い
た
と
し
ば
し
ば
回
顧
し
て
い
た
こ
と
が
思
い
起

こ
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
形
成
に
あ
た
っ
て
は
、
古
美
術
商
と
し
て
の
経
験
を
通
じ
て
培
わ
れ
た
独
自
の
情
報
網
が
大
き
く
も
の
を
い

っ
た
に
違
い
な
い
。 

こ
れ
ら
の
古
美
術
や
下
手
物
は
一
見
何
の
脈
絡
も
な
い
が
、
一
つ
の
空
間
の
中
で
同
居
す
る
と
き
に
見
事
な
調
和
を
形
成
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。

杉
本
の
作
品
が
「
時
間
」
「
終
焉

し
ゅ
う
え
ん

」
「
永
遠
」
と
い
っ
た
⑤

コ
ン
セ
プ
ト
に
よ
っ
て
厳
密
に
統
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
は
コ

レ
ク
シ
ョ
ン
の
展
示
に
あ
た
っ
て
も
作
品
制
作
と
同
じ
原
理
を
導
入
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
、
彼
の
収
集
が
柳
の
そ
れ
と
も
通
じ
る
と
こ
ろ
が

大
き
い
と
感
じ
ら
れ
た
理
由
の
一
端
で
も
あ
る
。 

 

こ
こ
で
杉
本
が
茶
道
に
も
造
詣
が
深
い
こ
と
を
思
い
起
こ
し
て
お
き
た
い
。
二
〇
一
四
年
の
夏
、
私
は
杉
本
が
ヴ
ェ
ニ
ス
の
す
ぐ
南
に
位
置
す
る
サ
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ン
・
ジ
ョ
ル
ジ
ョ
・
マ
ッ
ジ
ョ
ー
レ
島
の
一
角
に
構
え
た
ガ
ラ
ス
の
茶
室
を
見
た
こ
と
が
あ
る
。
キ
ュ
ー
ブ
状
の
ガ
ラ
ス
張
り
の
茶
室
は
、
わ
ず
か
二
畳

あ
ま
り
の
極
小
の
空
間
に
躙
口

に
じ
り
ぐ
ち

を
設
け
、
茶
器
を
的
確
に
収
め
た
、
千
利
休
の
「
待
庵

た

い

あ

ん

」
を
彷
彿

ほ

う

ふ

つ

と
さ
せ
る
作
品
だ
っ
た
。
杉
本
は
し
ば
し
ば
利
休
に
つ

い
て
言
及
し
て
い
る
が
、
特
に
私
の
印
象
に
強
く
残
っ
て
い
る
の
は
以
下
の
一
節
で
あ
る
。 

 

 
茶
を
喫
す
る
と
い
う
日
常
的
な
行
為
を
、
ア
ー
ト
へ
と
高
め
た
の
は
千
利
休(

一
五
二
二
～
一
五
九
一)

で
あ
り
ま
し
た
。
客
を
招
き
、
そ
の
客
の

為
に
掛
け
る
書
画
を
選
び
、
花
を
入
れ
、
茶
碗
を
吟
味
し
、
さ
ら
に
は
料
理
に
も
季
節
の
趣
向
を
こ
ら
す
。
そ
れ
ら
の
取
り
合
わ
せ
か
ら
生
ま
れ
る

予
想
外
な
美
を
、
利
休
は
客
と
共
に
楽
し
み
ま
し
た
。
予
想
外
と
は
、
価
値
の
転
換

、
、
、
、
、
で
あ
り
、
捏
造
を
も
意
味
し
ま
す
。 

 

(

『
ア
ー
ト
の
起
源
』
／
傍
線
及
び
傍
点
は
引
用
者)

 
 

 

「
趣
味
と
芸
術
」
展
の
カ
タ
ロ
グ
で
は
、
架
空
の
料
亭
で
あ
る
「
味
占
郷
」
を
舞
台
に
、
板
前
に
扮ふ

ん

し
た
杉
本
が
、
様
々
な
客
を
ま
さ
に
傍
線
部
の
よ

う
な
趣
向
で
も
て
な
し
た
様
子
が
詳
し
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
壁
に
ど
の
よ
う
な
書
画
を
掛
け
る
か
、
ど
の
よ
う
な
花
を
生
け
る
か
、
ど
の
よ
う
な
料

理
を
ふ
る
ま
う
か
は
、
客
の
嗜
好
な
ど
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
異
な
る(

例
え
ば
、
浅
田
彰
の
あ
る
ブ
ロ
グ
記
事
に
よ
る
と
、
彼
と
磯
崎

い

そ

ざ

き

新
あ
ら
た

が
も
て
な
し
を

受
け
た
部
屋
に
は
、
堀
口
捨
己

す

て

み

と
白
井
晟せ

い

一い

ち

の
書
が
掛
け
ら
れ
て
い
た
と
い
う
（
注
３
）)

。 

高
価
な
骨
董
か
ら
奇
天
烈

き

て

れ

つ

な
下
手
物
に
至
る
ま
で
、
個
々
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
現
在
の
持
ち
主
に
辿
り
着
く
ま
で
に
様
々
な
来
歴
を
有
し
て
お
り
、

そ
れ
が
独
自
の
価
値
形
成
に
一
役
買
っ
て
い
る
。
杉
本
が
「
味
占
郷
」
の
も
て
な
し
で
行
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
来
歴
を
持
つ
数
多

あ

ま

た

の
コ
レ

ク
シ
ョ
ン
を
狭
い
空
間
の
中
で
統
合
し
て
一
つ
の
価
値
を
生
み
出
す
作
業
だ
と
い
っ
て
よ
い
。
杉
本
が
「
価
値
の
転
換
」
や
「
捏
造

ね

つ

ぞ

う

」
と
呼
ぶ
こ
れ
ら
の

作
業
は
、
紛
れ
も
な
く
彼
が
長
ら
く
生
業
と
し
て
き
た
古
美
術
・
骨
董
商
や
深
い
関
心
を
寄
せ
る
茶
道
の
世
界
で
洗
練
さ
れ
た
知
恵
の
延
長
線
上
に
あ

る
。
加
え
て
こ
の
手
法
は
、
先
行
作
品
の
文
脈
を
踏
ま
え
つ
つ
、
既
存
の
文
脈
に
新
し
い
意
味
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
と
し
て
の
価
値
を
確

立
し
て
い
く
現
代
美
術
の
流
儀
と
も
共
通
す
る
部
分
が
大
き
い
。
「
価
値
の
転
換
」
に
せ
よ
「
捏
造
」
に
せ
よ
情
報
の
収
集
や
取
捨
選
択
な
し
で
は
起
こ

る
は
ず
も
な
く
、
そ
の
意
味
で
は
こ
れ
ら
の
も
て
な
し
の
作
業
も
ま
た
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。 

 

柳
に
せ
よ
杉
本
に
せ
よ
、
稀
代

き

た

い

の
コ
レ
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
こ
れ
と
い
っ
た
財
産
も
独
自
の
審
美
眼
も
持
た
な
い
人
間
が
一
代
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で
こ
れ
ほ
ど
の
収
集
を
な
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
だ
が
彼
ら
ほ
ど
の
ス
ケ
ー
ル
で
は
な
く
て
も
、
独
自
の
基
準
に
基
づ
く
コ
レ
ク
シ

ョ
ン
に
よ
っ
て
新
し
い
価
値
を
生
み
出
す
こ
と
は
、
ジ
ャ
ン
ル
の
如
何

い

か

ん

を
問
わ
ず
誰
で
も
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
彼
ら
の
「
創
作
的
な
蒐
集
」
か
ら
は
、

「
価
値
を
生
み
出
す
生
き
方
」
を
大
い
に
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。 

（
出
典 

暮
沢
剛
巳
著
『
拡
張
す
る
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン 

価
値
を
生
み
出
す
技
術
』
集
英
社
新
書
） 

（
注
１
）
北
大
路
魯
山
人
…
日
本
の
芸
術
家
。 

（
注
２
）
今
和
次
郎
…
日
本
の
建
築
学
者
、
民
俗
学
研
究
者
。 

（
注
３
）
磯
崎
新
、
堀
口
捨
己
、
白
井
晟
一
…
い
ず
れ
も
日
本
の
建
築
家
。 

 

問
1 

文
中
の
二
重
傍
線
部
ａ
～
ｊ
の
読
み
方
を
解
答
欄
に
記
せ
。 

 

問
2 

太
傍
線
部
①
～
⑤
の
本
文
で
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
解
答
欄
に
記
せ
。 

 

①
「
証
左
」 

 
 

 
 

ア 

き
っ
か
け 

 
 

 

イ 

前
提
条
件 

 
 

 
 

 

ウ 

裏
付
け 

 
 

 
 

 
 

エ 

情
報
源 

 

②
「
恣
意
的
に
」 

 
 

ア 

無
作
為
に 

 
 

 
イ 

機
械
的
に 

 
 

 
 

 

ウ 

独
断
的
に 

 
 

 
 

 

エ 

無
定
見
に 

 

③
「
慧
眼
」 

 
 

 
 

ア 

物
事
の
要
点 

 
 

イ 

本
質
を
見
抜
く
力 

 
 

ウ 

国
際
的
な
視
野 

 
 

 

エ 

厳
格
な
価
値
観 

 

④
「
標
榜
す
る
」 

 
 

ア 

目
標
と
す
る 

 
 

イ 

規
準
に
据
え
る 

 
 

 

ウ 

表
向
き
の
看
板
と
す
る 

エ 

は
っ
き
り
と
掲
げ
示
す 

 

⑤
「
コ
ン
セ
プ
ト
」 

 

ア 

基
本
的
な
構
想 

 

イ 

創
作
物
の
題
材 

 
 

 
ウ 

芸
術
の
原
理 

 
 

 
 

エ 

商
品
的
な
価
値 
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問
3 

傍
線
部
⑴
「
本
書
で
い
う
と
こ
ろ
の
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
で
あ
る
」
に
つ
い
て
、
本
文
で
の
「
キ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
最
も
端

的
に
説
明
し
て
い
る
箇
所
を
本
文
中
か
ら
探
し
、
解
答
欄
に
合
う
よ
う
に
二
十
五
字
以
上
三
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
解
答
欄
に
記
せ
。
読
点
等
も

一
字
と
数
え
る
。 

 
 

問
4 

傍
線
部
⑵
「
類
例
の
な
い
独
特
の
ア
ト
モ
ス
フ
ィ
ア
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た
」
の
は
な
ぜ
か
。
筆
者
の
考
え
を
踏
ま
え
、
本
文
中
の
言
葉
を

用
い
て
五
十
字
以
上
六
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
読
点
等
も
一
字
と
数
え
る
。 

 

問
5 

傍
線
部
⑶
「
私
は
そ
の
こ
と
は
本
質
的
な
問
題
で
は
な
い
と
考
え
る
」
に
つ
い
て
、
筆
者
が
そ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
に
つ
い
て
説
明
し
た
次

の
文
章
を
読
ん
で
、
空
欄
〔 
Ｘ 

〕
に
あ
て
は
ま
る
説
明
文
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
解
答
欄
に
記

せ
。 

  
 

 

柳
宗
悦
が
行
っ
た
こ
と
は
、
玉
石
混
淆
の
中
か
ら
傑
作
を
選
び
出
す
と
い
う
従
来
の
目
利
き
が
行
う
こ
と
と
は
全
く
異
な
り
、
〔 

Ｘ 

〕
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
か
ら
。 

 
 

 

 
 

ア 

多
く
の
凡
作
の
中
に
埋
も
れ
た
傑
作
を
見
出
す 

 
 

 
 

 

イ 

既
存
の
価
値
基
準
に
即
し
た
形
で
優
れ
た
も
の
を
選
ぶ 

ウ 

作
品
の
真
贋
を
的
確
に
見
抜
く 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

エ 

選
ん
だ
も
の
に
よ
っ
て
新
し
い
価
値
を
形
成
す
る 

 

問
6 

傍
線
部
⑷
「
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
側
面
が
あ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
二
つ
の
側
面
」
を
最
も
端
的
に
述
べ
て
い
る
箇
所
を
そ
れ
ぞ
れ
本
文

中
か
ら
探
し
、
過
不
足
な
く
抜
き
出
し
て
解
答
欄
に
記
せ
。 
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問
7 

傍
線
部
⑸
「
下
手
物
」
が
指
し
て
い
る
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
、
ア
～
エ
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
解
答
欄
に
記
せ
。 

 

ア 

日
用
雑
器 

 
 

 

イ 

美
術
品 

 
 

 

ウ 

ク
ラ
フ
ト 

 

エ 

文
化
財 

 

問
8 

傍
線
部
⑹
「
な
ぜ
、
柳
は
民
藝
と
ア
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ラ
フ
ツ
の
違
い
を
強
調
す
る
の
だ
ろ
う
か
」
に
つ
い
て
、
筆
者
は
ど
の
よ
う
に
考
え

て
い
る
か
。
解
答
欄
に
合
う
よ
う
に
、
本
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
三
十
字
以
内
で
説
明
せ
よ
。
読
点
等
も
一
字
と
数
え
る
。 

 

問
9 

傍
線
部
⑺
「
最
も
後
継
者
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
と
考
え
ら
れ
る
」
に
つ
い
て
、
筆
者
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
。
そ
の
理
由

に
つ
い
て
端
的
に
述
べ
て
い
る
箇
所
を
本
文
中
か
ら
探
し
、
解
答
欄
に
合
う
よ
う
に
、
四
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
解
答
欄
に
記
せ
。
読
点
等
も
一

字
と
数
え
る
。 
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