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今
日
、
私
た
ち
が
文
学
に
求
め
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
。
求
め
ら
れ
て
い
る
文
学
と
は
、
ど
う
い

う
も
の
だ
ろ
う
。

　
部
分
的
な
い
ろ
い
ろ
の
要
求
と
い
う
も
の
は
、
い
つ
も
あ
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
ず
っ
と
自
分
に
も
ひ

と
に
も
持
た
れ
つ
づ
け
る
と
思
う
が
、
特
に
き
ょ
う
私
た
ち
が
文
学
に
求
め
て
い
る
何
か
は
、
文
学
の
本

質
に
ふ
れ
た
何
か
で
あ
り
、
人
生
に
向
う
心
持
の
底
の
方
に
あ
る
何
か
の
反
映
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

日
々
に
生
き
て
い
る
感
情
の
な
か
で
ジ
リ
ッ
と
何
か
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
あ
の
作

品
、
こ
の
作
家
へ
の
箇
々
の
不
満
と
い
う
風
な
も
の
と
直
接
結
び
つ
か
ず
、
云
っ
て
み
れ
ば
、
こ
の
人
生

と
め
っ
ぱ
り
こ
な
気
持
の
な
か
で
求
め
ら
れ
て
い
る
感
じ
な
の
は
面
白
い
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
う
。

　
多
か
れ
少
な
か
れ
、
今
日
の
現
実
は
人
々
の
心
に
文
学
へ
の
要
求
と
し
て
そ
う
い
う
も
の
を
目
醒
め
さ

せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
室
生
犀
星
氏
の
よ
う
な
、
あ
あ
い
う
意
図
的
に
小
説
の
世
界
を
小
説
の

世
界
と
し
て
こ
し
ら
え
つ
づ
け
て
来
て
い
る
作
家
が
、
作
家
生
活
の
時
期
時
期
に
よ
っ
て
何
処
で 

所  

謂 

い
わ
ゆ
る

小
説
の
鬼
神
を
つ
か
ま
え
て
見
せ
る
か
、
そ
の
こ
と
も
や
ま
も
知
り
き
っ
て
い
る
ひ
と
が
、
今
日
は
小
説

ら
し
い
小
説
を
書
い
て
い
ず
に
、
現
実
に
い
き
な
り
ぶ
つ
か
っ
て
行
け
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
云
っ
て
い

ら
れ
た
り
も
す
る
の
だ
ろ
う
。
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い
ろ
い
ろ
な
作
家
に
よ
っ
て
、
散
文
精
神
と
い
う
こ
と
も
云
わ
れ
て
い
る
。
だ
が
、
面
白
い
と
こ
ろ
は
、

今
日
文
学
に
求
め
る
何
か
を
切
実
に
感
じ
て
胸
に
も
っ
て
い
る
多
く
の
人
々
は
、
い
ろ
い
ろ
の
作
家
が
い

ろ
い
ろ
の
表
現
で
そ
れ
ぞ
れ
の
探
求
を
表
現
し
て
い
る
の
を
も
ち
ろ
ん
注
意
ふ
か
く
、
敬
意
を
も
も
っ
て

見
守
っ
て
は
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
ん
の
し
ん
の
と
こ
ろ
で
は
、
漠
然
と
、
そ
の
道
か
ら
来
る
も
の
が
あ

る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
い
を
払
い
の
け
切
れ
ず
に
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
思
う
。

　
中
堅
と
云
わ
れ
、
旺
に
作
品
活
動
を
し
な
が
ら
今
日
の
こ
う
い
う
要
求
に
身
を
さ
ら
し
て
い
る
作
家
た

ち
の
在
り
よ
う
は
、
い
ず
れ
も
な
か
な
か
野
望
に
満
ち
て
い
る
し
、
文
学
上
の
身
ぶ
り
も
大
き
く
、
埃
も

泥
も
物
か
は
と
い
う
風
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
猶
且
つ
、
文
学
に
何
か
を
求
め
て
い
る
今
日
の
感
情
に
対
し

て
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
そ
の
ひ
と
ひ
と
の
作
家
的
な
身
ご
な
し
と
い
う
印
象
を
与
え
る
範
囲
に
あ
る
の
は
、

何
故
で
あ
ろ
う
か
。
あ
あ
、
こ
こ
に
こ
れ
が
、
と
め
ぐ
り
合
い
の
よ
ろ
こ
ば
し
い
感
じ
で
心
を
打
っ
て
来

る
刹
那
の 

瑞  

々 

み
ず
み
ず

し
さ
は
、
作
品
の
世
界
の
一
般
に
欠
乏
し
て
い
る
。

　
こ
こ
に
は
簡
単
に
云
い
つ
く
さ
れ
な
い
、
幾
つ
も
の
条
件
が
た
た
ま
っ
て
来
て
い
る
と
思
う
。

　
二
三
年
前
に
、
過
去
の
身
辺
小
説
の
狭
さ
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
と
し
て
、
よ
り
ひ
ろ

い
社
会
的
な
題
材
へ
一
部
作
家
の
関
心
が
向
け
ら
れ
て
、
少
し
そ
う
い
う
作
品
が
出
か
か
っ
た
と
き
、
事

変
に
な
っ
て
、
急
速
に
周
囲
の
調
子
が
変
っ
た
。
題
材
か
ら
云
え
ば
、
そ
の
ま
ま
一
層
ひ
ろ
く
、
ひ
ろ
く
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と
拡
が
っ
て
ゆ
き
、
拡
り
か
た
は
如
何
に
も
惶
あ
わ
た
だし
か
っ
た
が
、
程
な
く
そ
の
奔
走
の
姿
も
新
し
い
看
察
を

伴
っ
て
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
あ
れ
こ
れ
表
面
的
な
題
材
に
拘
泥
せ
ず
、
今
日
の
荒
い
現
実

の
な
か
へ
作
家
は
身
ぐ
る
み
と
び
こ
ん
で
描
け
と
い
う
気
風
に
あ
る
と
思
う
。

　
長
篇
・
短
篇
と
形
の
上
で
の
区
分
け
が
枝
葉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
作
品
の
持
ち
味
だ
と
か
、
境
地

だ
と
か
、
そ
ん
な
も
の
の
翫
味
に
散
文
と
し
て
こ
の
小
説
の
精
髄
は
な
い
と
云
わ
れ
る
こ
と
も
、
そ
れ
と

し
て
聞
け
ば
十
分
う
な
ず
け
る
と
思
う
。
古
来
、
本
当
に
人
間
の
肺
腑
に
ふ
れ
た
文
学
作
品
で
、
た
だ
の

持
ち
味
だ
と
か
主
観
的
な
境
地
だ
と
か
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
か
が
ま
っ
て
い
た
作
品
は
一
つ
だ
っ
て
無

い
こ
と
を
、
誰
し
も
読
ん
で
感
じ
て
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
人
々
は
、
作
家
の
現
実
に
と
び
込

ん
で
描
く
と
威
勢
よ
く
云
っ
て
も
、
只
所
謂
あ
り
の
ま
ま
を
写
し
た
と
こ
ろ
で
そ
れ
は
芸
術
で
は
な
か
ろ

う
し
、
と
思
い
、
第
一
、
ど
こ
ま
で
あ
り
の
ま
ま
が
描
け
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
に
も
今
日
で
は
作

家
と
同
じ
く
ら
い
実
際
的
な
眼
く
ば
り
を
持
っ
て
い
る
。
作
家
が
身
一
つ
で
現
実
と
と
り
組
む
と
い
う
と

き
、
そ
の
身
一
つ
が
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
で
結
局
わ﹅
が﹅
身﹅
一
つ
で
あ
る
以
上
、
そ
の
わ
が
身
を
我
れ
と
ど

う
見
て
扱
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
も
、
身
に
つ
ま
さ
れ
て
自
然
の
心
が
か
り
と
な
っ
て
来
る
。

こ
れ
ら
は
総
て
、
求
め
ら
れ
て
い
る
或
る
も
の
を
射
よ
う
と
し
て
弓
弦
か
ら
作
家
に
よ
っ
て
放
た
れ
て
い

る
箭や
で
あ
る
が
、
今
の
と
こ
ろ
、
一
本
も
的
は
貫
か
ず
、
そ
こ
に
焦
燥
が
か
く
さ
れ
て
い
る
。
身
辺
小
説
、
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私
小
説
か
ら
の
蝉
脱
の
課
題
が
お
こ
っ
た
当
時
は
、
文
学
作
品
の
単
行
本
が
ち
っ
と
も
売
れ
な
い
と
い
う

顕
著
な
現
象
を
一
方
に
伴
っ
て
い
た
。
今
日
で
は
、
単
行
本
の
売
れ
ゆ
き
は
激
し
く
て
、
イ
ン
フ
レ
ー
シ

ョ
ン
を
お
こ
し
て
い
る
一
方
に
、
そ
も
そ
も
文
学
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
一
層
根
本

に
立
ち
入
っ
た
問
い
を
人
々
の
心
に
よ
び
さ
ま
し
て
、
人
生
と
文
学
と
の
課
題
が
甦
っ
て
来
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
文
学
が
広
汎
な
意
味
で
の
生
活
の
中
か
ら
も
た
ら
さ
れ
、
再
び
生
活
へ
何
も
の
か
を
も
た
ら
し
て
返
る

も
の
で
あ
る
か
ら
に
は
、
こ
の
関
係
の
中
か
ら
ど
ん
な
に
し
て
も
作
家
自
身
を
消
し
て
し
ま
う
こ
と
は
出

来
な
い
。
十
九
世
紀
の
フ
ラ
ン
ス
の
文
学
者
の
或
る
人
々
は
、
当
時
の
科
学
的
研
究
の
発
展
進
歩
に
瞠
目

し
て
、
自
然
現
象
に
対
す
る
科
学
の
方
法
を
そ
っ
く
り
人
間
社
会
の
描
出
に
あ
て
は
め
よ
う
と
し
て
、
人

間
的
現
実
と
文
学
作
品
と
の
間
か
ら
、
最
大
の
可
能
ま
で
作
家
の
存
在
を
消
そ
う
と
い
う
努
力
を
試
み
た

こ
と
が
あ
っ
た
。
こ
の
自
然
主
義
の
試
み
は
健
康
な
一
面
の
功
績
を
残
し
た
が
、
今
日
で
は
常
識
の
う
ち

の
理
性
が
成
長
し
て
い
る
か
ら
、
自
然
現
象
と
人
間
の
社
会
現
象
の
質
の
ち
が
い
、
そ
こ
に
関
係
し
て
行

く
人
間
の
意
味
の
相
異
も
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
従
っ
て
ど
の
よ
う
な
作
家
が
、
ど
の
よ
う
な
云
い
ま
わ
し
で
表
現
し
よ
う
と
も
、
生
活
の
現
実
と
作
品

と
の
間
に
は
作
家
が
い
て
、
作
家
一
人
一
人
が
既
に
何
か
の
意
味
で
社
会
的
な
存
在
な
の
だ
か
ら
、
そ
の
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間
に
あ
っ
て
の
作
用
も
社
会
的
な
様
々
の
性
質
を
帯
び
ず
に
は
い
ら
れ
ま
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
現
実
に
わ
が
身
を
投
じ
る
と
没
我
の
表
現
で
云
っ
て
も
、
客
観
的
に
は
却
っ
て
そ
こ
で
作
者
の
主
観

が
最
も
つ
よ
く
爆
発
す
る
場
合
が
多
い
こ
と
を
も
知
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
近
代
日
本
の
文
学
の
中
に
長
い
伝
統
を
も
っ
て
い
た
私
小
説
と
い
う
も
の
が
、
そ
の
主
観
性
の
せ
ま
い

枠
と
同
時
的
な
リ
ア
リ
ズ
ム
の
限
界
の
面
か
ら
否
定
を
も
っ
て
見
ら
れ
た
当
時
、
そ
こ
か
ら
よ
り
広
い
生

活
感
と
文
学
と
へ
出
る
た
め
に
は
、
当
然
の
経
過
と
考
え
ら
れ
る
方
法
、
私
小
説
に
お
け
る
私
の
究
明
発

展
は
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
困
難
な
仕
事
に
比
べ
る
と
、
各
作
家
の
内
部
の
現
実
に
と
っ
て
も
ず
っ
と
手

軽
で
耐
え
易
く
、
即
効
的
で
あ
る
題
材
で
の
打
開
策
、
と
い
う
よ
り
、
や
や
彌
縫
の
策
が
と
ら
れ
た
こ
と

は
、
そ
の
後
の
二
三
年
間
に
他
の
事
情
と
も
絡
ん
で
文
学
を
非
文
学
的
な
も
の
に
す
る
多
く
の
危
険
の
遠

因
と
な
っ
た
と
と
も
に
、
今
日
、
改
め
て
人
々
の
心
に
文
学
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
の
疑
い
を
呼
び
お
こ
す

隠
微
な
、
し
か
も
本
質
的
な
動
機
と
な
っ
て
い
る
と
思
う
。

　
自
分
が
こ
の
世
に
生
れ
合
わ
せ
、
数
々
の
よ
ろ
こ
び
と
悲
し
み
と
時
に
多
く
の
憤
り
を
感
じ
、
あ
れ
こ

れ
の
い
き
さ
つ
の
裡
に
二
度
と
は
く
り
か
え
す
こ
と
の
な
い
生
涯
を
生
き
る
と
い
う
感
想
は
、
誰
の
心
の

中
に
も
一
言
に
つ
く
し
得
ぬ
思
い
を
あ
ら
し
め
る
。
そ
の
思
い
を
犇ひし
と
感
じ
そ
の
思
い
の
う
ち
に
日
夜
行

動
し
て
い
る
の
が
外
な
ら
ぬ
自
分
で
あ
る
が
、
一
人
の
人
間
と
し
て
の
自
分
と
い
う
も
の
は
、
時
代
や
境
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遇
、
性
別
な
ど
と
極
め
て
具
体
的
な
内
容
に
充
た
さ
れ
て
お
り
、
私﹅
と
い
う
平
凡
そ
う
な
三
つ
の
音
の
中

に
は
縦
横
十
文
字
に
歴
史
の
波
が
う
ち
よ
せ
、
さ
し
引
い
て
い
る
。
一
つ
一
つ
の
私﹅
は
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
の
私﹅
の
あ
り
よ
う
を
生
涯
に
只
一
遍
も
自
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
在
来
の
私

小
説
は
そ
の
発
生
の
必
然
か
ら
、
私﹅
は
常
に
単
数
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
。
今
日
の
生
活
の
感
覚
は
、

私﹅
を
も
っ
と
拡
大
し
て
お
り
、
又
複
数
に
も
し
て
い
る
。
私﹅
た
ち
と
云
わ
ず
、
あ
り
来
っ
た
通
り
に
私﹅
と

云
っ
て
も
、
そ
の
実
質
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
社
会
要
素
は
、
複
数
と
し
て
し
か
あ
り
得
な
く
な
っ
て
来

て
い
る
。

　
こ
の
現
実
で
は
作
家
と
云
わ
れ
る
人
々
の
私﹅
の
実
体
も
元
よ
り
同
然
の
組
立
て
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し

て
、
現
代
の
よ
う
な
時
代
を
生
き
る
人
々
の
心
に
は
、
自
分
た
ち
の
生
き
て
来
た
日
々
、
生
き
て
い
る
刻

々
、
生
き
る
で
あ
ろ
う
明
日
に
つ
い
て
、
ひ
っ
く
る
め
て
こ
の
人
生
の
あ
る
あ
り
か
た
に
つ
い
て
、
生
き
、

そ
し
て
死
ぬ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
つ
く
づ
く
と
眺
め
、
わ
か
り
直
し
、
再
び
感
じ
、
自
分
自
身
に
納

得
し
て
み
た
い
心
持
が
あ
る
の
だ
と
思
う
。
こ
れ
に
は
、
文
学
し
か
な
く
、
文
学
も
小
説
し
か
な
い
と
云

え
る
く
ら
い
の
も
の
で
あ
る
。

　
今
日
の
文
学
に
何
か
を
求
め
て
い
る
心
、
そ
れ
は
こ
う
い
う
心
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す

れ
ば
、
人
情
風
俗
の
あ
ら
ま
し
を
、
よ
し
や
そ
の
は﹅
し﹅
り﹅
の
と
こ
ろ
で
つ
か
ま
え
て
作
品
に
料
っ
て
見
て
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も
、
求
め
る
何
か
は
み
た
さ
れ
な
い
。
野
望
あ
る
作
家
が
、
現
実
に
対
す
る
自
分
の
あ
る
態
度
を
強
烈
な

線
で
描
き
出
し
て
も
、
や
は
り
渇
い
た
心
は
、
そ
れ
で
は
な
い
も
の
を
、
と
求
め
て
叫
ぶ
で
あ
ろ
う
。
作

家
は
、
私﹅
と
い
う
も
の
を
改
め
て
つ
か
ま
え
な
お
し
て
、
そ
の
門
か
ら
今
日
の
歴
史
の
複
雑
多
様
な
波
流

の
中
へ
、
沈
着
剛
毅
に
現
わ
れ
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
高
速
度
カ
メ
ラ
が
夢
中
で

疾
走
す
る
人
体
の
腿
の
筋
肉
を
も
見
せ
る
力
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
て
動
き
つ
つ
、
動
か
し
つ

つ
、
動
か
さ
れ
て
も
い
る
私﹅
た
ち
の
生
活
図
を
、
野
放
図
な
刷
毛
使
い
で
げ﹅
て﹅
も﹅
の﹅
趣
味
に
描
く
の
で
は

な
く
、
作
家
自
身
の
内
外
な
る
歴
史
性
へ
の
感
覚
を
も
、
活
々
と
相
連
関
す
る
も
の
と
し
て
作
用
さ
せ
つ

つ
、
描
き
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
そ
れ
に
は
、
や
は
り
作
家
が
、
文
学
の
領
野
の
内
で
の
あ
れ
か
ら
こ
れ
へ
の
探
索
か
ら
、
も
っ
と
じ
か

に
人
生
を
素
朴
に
浴
び
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
生
活
そ
の
も
の
で
む
か
れ
新
に
も
さ
れ
て
ゆ
か
ね
ば
な
る
ま

い
。

　
現
実
に
じ
か
に
ぶ
つ
か
れ
、
と
云
う
声
も
あ
る
と
き
、
こ
う
い
う
の
は
愚
劣
な
重
複
の
よ
う
に
も
見
え

る
が
、
今
日
あ
る
な
り
の
作
家
と
し
て
現
実
に
じ
か
に
ぶ
つ
か
れ
と
だ
け
云
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
先
ず

作
家
と
し
て
の
自
分
を
、
そ
の
歴
史
性
の
自
覚
を
、
現
実
の
中
で
見
直
す
、
と
い
う
こ
と
と
は
、
案
外
に

深
い
開
き
を
含
ん
で
い
る
二
つ
の
別
な
こ
と
だ
と
思
う
。
人
生
と
文
学
と
の
脈
う
ち
は
、
事
象
の
連
鎖
に
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だ
け
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
事
象
が
人
間
に
も
た
ら
す
も
の
、
更
に
そ
れ
を
、
損
傷
や
痛
恨
を
さ
え

人
間
の
真
実
の
豊
富
さ
へ
の
糧
と
し
て
人
生
へ
お
く
り
も
の
す
る
、
そ
の
つ
な
が
り
の
切
実
さ
に
あ
る
と

思
わ
れ
る
。
報
告
文
学
が
、
き
び
し
い
時
間
の
篩
ふ
る
いを
忍
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
機
微
が
こ
こ
に
も
あ
る
。

「
チ
ボ
ー
家
の
人
々
」
の
第
三
巻
「
美
し
き
季
節
」
（
上
）
を
読
ん
で
、
い
ろ
い
ろ
と
今
ふ
れ
て
来
た
こ

と
に
も
つ
れ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
或
る
日
、
中
野
重
治
が
来
て
、
そ
の
話
が
出
、
彼
は
「
あ
の
第
三
巻
を

よ
む
と
、
マ
ル
タ
ン
・
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
と
い
う
作
家
は
果
し
て
ほ
ん
と
に
偉
い
作
家
な
ん
だ
ろ
う
か
、
ど

う
だ
ろ
う
か
と
思
う
ね
」
と
云
っ
た
。
「
や
っ
ぱ
り
そ
う
思
っ
た
？
」
そ
う
云
っ
て
顔
を
上
気
さ
せ
た
の

で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
又
作
家
と
し
て
の
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
の
な
か
な
か
面
白
い
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
は
な

い
か
。

　
第
一
巻
、
そ
れ
か
ら
第
二
巻
。
そ
こ
ま
で
デ
ュ
・
ガ
ー
ル
は
足
並
確
か
に
や
っ
て
来
て
い
る
。
第
三
巻

「
美
し
き
季
節
」
で
は
上
巻
だ
け
の
部
分
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
作
者
の
こ
れ
ま
で
の
足
ど
り
は
少
し
乱

れ
て
、
歩
調
の
踏
み
か
え
し
も
あ
り
、
何
か
は
っ
き
り
し
な
い
が
危
期
め
い
た
も
の
と
す
れ
す
れ
の
と
こ

ろ
を
通
っ
て
い
る
よ
う
な
気
配
も
す
る
。
「
美
し
き
季
節
」
の
幾
箇
処
か
に
、
あ
あ
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に

あ
あ
い
う
作
家
や
傾
向
が
生
れ
る
社
会
の
必
然
が
あ
っ
た
の
か
と
、
大
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
社
会
的
雰
囲

気
が
、
直
接
作
品
の
内
容
か
ら
よ
り
、
そ
の
部
分
を
書
い
て
い
る
作
者
の
態
度
か
ら
、
感
じ
と
ら
れ
る
よ

10人生の共感



う
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
た
。
例
え
ば
ア
ン
ト
ワ
ー
ヌ
が
、
少
女
デ
デ
ッ
ト
の
た
め
に
応
急
手
術
を
す
る
場
面

の
描
写
に
お
け
る
作
者
の
態
度
と
、
後
の
能
動
主
義
と
云
わ
れ
た
運
動
と
の
連
想
。
或
は
、
エ
コ
ル
・
ノ

ル
マ
ル
の
入
学
試
験
成
績
発
表
日
の
ジ
ャ
ッ
ク
の
落
付
き
な
い
心
持
の
描
き
か
た
は
第
二
巻
「
少
年
園
」

で
の
作
者
と
ち
が
っ
て
、
当
時
流
行
し
て
い
た
精
神
分
析
の
手
法
を
思
い
出
さ
せ
る
な
ど
。
こ
の
篇
で
、

デ
ュ
・
ガ
ー
ル
は
あ
っ
ち
へ
ひ
っ
ぱ
ら
れ
、
こ
っ
ち
へ
ひ
っ
ぱ
ら
れ
そ
う
に
な
り
な
が
ら
も
自
分
と
し
て

の
歩
み
を
つ
づ
け
よ
う
と
し
て
非
常
に
テ
ム
ポ
お
そ
く
進
行
し
場
面
へ
の
ろ
の
ろ
と
接
触
し
て
い
る
。
明

確
な
判
断
の
姿
勢
で
、
対
象
が
わ
り
切
ら
れ
て
は
い
な
く
て
、
し
か
も
作
者
の
そ
の
様
子
が
そ
の
頃
の
フ

ラ
ン
ス
の
困
難
を
思
わ
せ
る
と
こ
ろ
に
、
興
味
と
親
し
さ
を
覚
え
た
。

　
こ
う
し
て
見
る
と
、
作
家
は
時
代
が
苦
し
い
と
き
、
あ
な
が
ち
文
才
を
駆
使
し
て
、
現
実
整
理
の
手
腕

を
振
う
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
で
も
な
い
こ
と
が
、
改
め
て
思
わ
れ
る
。
然
し
そ
の
こ
と
は
、
小

説
ら
し
く
な
い
小
説
を
書
い
て
見
せ
る
と
い
う
極
く
所
謂
小
説
家
ら
し
い
方
法
、
（
「
贋
金
つ
く
り
」
な

ど
の
よ
う
な
）
の
肯
定
と
な
る
の
で
は
な
く
て
、
野
暮
に
、
自
分
が
一
人
の
人
間
と
し
て
こ
の
人
生
に
求

め
て
い
る
も
の
を
手
ば
な
す
こ
と
な
く
ま
も
っ
て
行
く
こ
と
で
、
愈
々
益
々
現
実
の
深
奥
を
広
く
描
き
出

し
て
ゆ
く
し
か
小
説
の
道
は
な
い
と
思
え
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
迂
遠
に
し
て
古
い
大
道
を
行
き

貫
く
た
め
に
は
、
日
本
の
作
家
に
は
男
に
し
ろ
女
に
し
ろ
特
別
に
た
ゆ
み
な
い
智
慧
と
堅
忍
と
骨
惜
し
み

11



な
さ
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
も
思
う
。
日
本
に
し
か
な
い
種
々
の
条
件
は
日
々
の
現
実
の
中
で
常
に
必
し

も
芸
術
を
の
ば
す
も
の
と
し
て
ば
か
り
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
〔
一
九
三
九
年
八
月
〕
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