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次
の
各
文
の　
　

線
を
付
け
た
か
た
か
な
の
部
分
に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で
書

け
。

　

⑴　

主
役
が
満
を
ジ
し
て
登
場
し
た
。

　

⑵　

行
事
の
準
備
に
ヨ
ネ
ン
が
な
い
。

　

⑶　

監
督
の
キ
ョ
シ
ュ
ウ
が
注
目
さ
れ
る
。

　

⑷　

ボ
ッ
カ
テ
キ
な
風
景
が
広
が
る
。

　

⑸　

リ
ガ
イ
ト
ク
シ
ツ
に
と
ら
わ
れ
な
い
で
決
め
る
。

次
の
各
文
の　
　

線
を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
け
。

　

⑴　

感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
す
。

　

⑵　

落
と
し
た
物
を
血
眼
に
な
っ
て
探
す
。

　

⑶　

民
主
主
義
を
鼓
吹
す
る
。

　

⑷　

荷
物
運
び
の
助
太
刀
を
頼
む
。

　

⑸　

順
風
満
帆
の
人
生
を
送
っ
た
。
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神
力
の
前
に
、
僕
で
す
ら
息
苦
し
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
斉
藤
さ
ん
は
何
も
答
え
ら

れ
な
い
。
湖
山
先
生
は
、

「
斉
藤
君
、
描
い
て
み
な
さ
い
。」

　

と
、
言
い
放
っ
た
。
斉
藤
さ
ん
の
動
き
は
固
ま
っ
た
が
、
そ
の
後
、
意
を
決
し
た

よ
う
に
う
な
ず
い
て
、
別
室
に
道
具
を
取
り
に
行
っ
て
戻
っ
て
き
た
。

「
で
は
…
…
。」

　

と
、
千
瑛
と
い
っ
し
ょ
に
紙
を
用
意
し
、
千
瑛
の
使
っ
て
い
た
道
具
や
筆
を
退
け

て
自
分
の
道
具
を
並
べ
始
め
た
。
筆
洗
の
水
は
す
ぐ
に
千
瑛
が
換
え
て
き
た
。

　

ポ
チ
ャ
ン
と
、
い
つ
も
の
音
が
す
る
と
、
斉
藤
さ
ん
は
絵
を
描
き
始
め
た
。

　

千
瑛
の
よ
う
に
揺
れ
は
し
な
い
。
だ
が
、
無
駄
な
筆
致
も
少
な
く
、
墨
の
濃
度
の

調
整
も
い
つ
も
の
よ
う
に
狂
い
が
な
い
。
調
墨
だ
け
で
い
え
ば
、
確
か
に
千
瑛
の
数

段
上
を
行
っ
て
い
る
。
千
瑛
の
絵
も
そ
れ
を
眺
め
た
と
き
は
み
ご
と
だ
と
思
っ
た
け

れ
ど
、
斉
藤
さ
ん
を
前
に
す
る
と
や
は
り
未
熟
さ
が
目
立
っ
て
し
ま
う
。
ま
る
で
狂

い
の
な
い
筆
致
に
僕
は
驚
い
て
い
た
。
斉
藤
さ
ん
の
手
は
機
械
の
よ
う
に
精
密
に
動

い
て
い
っ
た
。

　

大
筆
で
画
面
に
叩た

た

き
付
け
る
よ
う
に
調
墨
を
し
た
筆
の
全
体
を
使
っ
て
花
び
ら
を

描
い
て
い
き
、
叩
き
付
け
た
衝
撃
で
花
弁
の
繊
維
を
描
く
。
そ
の
繊
維
は
、
当
然
、

筆
の
毛
が
画
面
に
乗
っ
た
際
の
繊
維
だ
が
、
筆
の
中
に
含
ま
れ
た
墨
の
達
人
級
の
グ

ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
が
、
ま
る
で
そ
れ
を
輝
き
や
潤
い
の
あ
る
花
び
ら
そ
の
も
の
に
見
せ

て
し
ま
う
。

　

斉
藤
さ
ん
の
手
順
は
、
徹
底
し
て
無
駄
が
な
く
美
し
い
。
迷
う
こ
と
な
く
同
じ
リ

ズ
ム
で
進
み
続
け
る
作
画
は
、
斉
藤
さ
ん
が
そ
れ
を
身
に
つ
け
る
ま
で
に
費
や
し
た

膨
大
な
時
間
を
思
わ
せ
た
。

　

出
来
上
が
っ
た
絵
は
、
こ
の
前
見
た
と
き
の
よ
う
に
完
成
度
が
高
く
、
こ
の
前
と

同
じ
よ
う
に
Ｃ＊

Ｇ
の
よ
う
だ
っ
た
。

　

同
じ
墨
を
使
っ
て
い
る
の
に
、
薄う

す

墨ず
み

と
濃こ

墨ず
み

の
差
が
千
瑛
の
絵
よ
り
も
広
が
っ
て

い
る
た
め
に
、
絵
そ
の
も
の
が
光
を
帯
び
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
た
。
明
ら
か
に
目

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（ 

＊ 

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

　

大
学
生
の
「
僕
」
は
ア
ル
バ
イ
ト
先
で
水
墨
画
の
大
家
で
あ
る
篠し
の

田だ

湖こ

山ざ
ん

と
偶
然
に

出
会
い
、
弟
子
入
り
す
る
こ
と
に
な
る
。
湖
山
の
も
と
で
は
孫
の
千ち

瑛あ
き

や
斉さ
い

藤と
う

さ
ん
、

西に
し

濱は
ま

さ
ん
ら
の
弟
子
た
ち
が
技
を
磨
い
て
い
た
。

　

千
瑛
は
緊
張
し
た
面
持
ち
で
、
湖
山
先
生
を
見
、
斉
藤
さ
ん
も
ふ
だ
ん
に
は
な
い

険
し
い
目
で
湖
山
先
生
を
見
た
が
、
当
の
湖
山
先
生
は
千
瑛
の
絵
を
見
た
ま
ま
、
な

ん
て
こ
と
も
な
い
白
け
た
目
を
し
て
い
る
。

　

空
気
が
凍
り
付
く
よ
う
な
こ
の
緊
張
感
は
何
な
の
だ
ろ
う
？

　

あ
の＊

好こ
う

々こ
う

爺や

そ
の
も
の
と
も
思
え
る
よ
う
な
湖
山
先
生
が
冷
た
い
目
を
す
る
と
、

こ
ん
な
に
も
怖
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

　

湖
山
先
生
は
何
も
言
わ
な
い
ま
ま
首
を
振
っ
た
。
そ
の
と
き
、
千
瑛
の
顔
に
は
う

つ
む
き
な
が
ら
暗
い
影
が
広
が
っ
た
。
斉
藤
さ
ん
の
表
情
も
渋
く
な
っ
た
。
湖
山
先

生
は
な
お
も
何
も
言
わ
な
い
。
斉
藤
さ
ん
は
心
か
ら
こ
わ
ご
わ
と
湖
山
先
生
に
訊た

ず

ね

た
。

「
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
？
良
い
絵
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
…
…
。」

　

斉
藤
さ
ん
が
そ
う
言
っ
た
後
、
し
ば
ら
く
湖
山
先
生
は
答
え
な
か
っ
た
。
そ
の
間ま

が
、
あ
ま
り
に
も
怖
い
。

「
斉
藤
君
は
、
今
の
が
、
い
い
絵
だ
っ
た
と
思
う
の
か
ね
？
」

　

そ
の
声
も
問
い
方
も
あ
ま
り
に
も
厳
し
く
て
怖
か
っ
た
。
千
瑛
は
い
つ
も
の
よ
う

な
跳
ね
っ
返
り
を
口
に
す
る
こ
と
も
な
く
、
斉
藤
さ
ん
で
さ
え
押
し
つ
ぶ
さ
れ
そ
う

だ
。
湖
山
先
生
は
、
こ
れ
ぞ
篠
田
湖
山
！
と
い
う
よ
う
な
誰
も
が
安
直
に
思
い
描
い

て
し
ま
う
大
家
の
、
あ
の
表
情
で
話
を
し
て
い
る
。
文
句
を
い
う
わ
け
で
も
、
不
機

嫌
そ
う
な
わ
け
で
も
な
い
が
、
何
か
ど
う
や
っ
て
も
曲
げ
ら
れ
な
い
よ
う
な
強
い
意

志
が
、
言
葉
に
も
雰
囲
気
に
も
表
れ
て
い
る
。
湖
山
先
生
を
支
え
て
き
た
巨
大
な
精
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「
美お

味い

し
い
で
す
よ
ね
。」

　

と
西
濱
さ
ん
が
、
声
を
上
げ
て
、
湖
山
先
生
が
、

「
こ
れ
は
何ど

処こ

の
お
茶
？
」

　

と
子
供
の
よ
う
に
訊
ね
る
と
、ほ
と
ん
ど
機
嫌
は
な
お
っ
て
い
た
。
西
濱
さ
ん
は
、

「
今
日
の
帰
り
に
、
翠す

い

山ざ
ん

先
生
の
と
こ
ろ
の
茜あ

か
ねさ

ん
が
持
た
せ
て
く
れ
た
ん
で
す

よ
。
お
裾
分
け
だ
そ
う
で
す
。
翠
山
先
生
の
と
こ
ろ
の
息
子
さ
ん
が
ほ
ら
…
…
。」

「
あ
あ
、
翠
山
先
生
の
と
こ
ろ
の
お
婿
さ
ん
か
あ
。
そ
う
い
え
ば
、
お
茶
屋
さ
ん
の

工
場
に
勤
め
て
お
ら
れ
る
ん
だ
よ
ね
。」

「
そ
う
そ
う
。
茜
さ
ん
の
お
父
さ
ん
で
す
。
湖
山
先
生
に
っ
て
新
茶
を
持
っ
て
き
て

く
れ
て
い
た
み
た
い
で
す
よ
。」

「
な
る
ほ
ど
ね
。
翠
山
先
生
の
家
に
は
い
つ
も
お
世
話
に
な
る
ね
ぇ
…
…
。
西
濱
君
、

翠
山
先
生
の
と
こ
ろ
に
は
よ
く
よ
く
お
礼
を
言
っ
て
お
い
て
ね
。
審
査
で
も
い
つ
も

助
け
ら
れ
て
る
し
。」

「
も
ち
ろ
ん
で
す
よ
、
先
生
。
翠
山
先
生
に
も
茜
さ
ん
に
も
ま
た
お
礼
を
伝
え
て
お

き
ま
す
。」

「
う
ん
う
ん
。」

　

と
湖
山
先
生
は
う
な
ず
き
、
さ
っ
き
ま
で
の
不
機
嫌
さ
は
何
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
、

と
い
う
よ
う
な
不
思
議
な
和
や
か
さ
に
包
ま
れ
て
話
が
進
ん
で
い
た
と
こ
ろ
で
、
斉

藤
さ
ん
が
声
を
上
げ
た
。
声
は
緊
張
で
震
え
て
い
る
。

「
せ
、
先
生
、
わ
、
私
の
絵
は
…
…
。」

 

⑶
そ
れ
は
場
を
締
め
上
げ
る
よ
う
な
苦
し
げ
な
声
だ
っ
た
。

　

湖
山
先
生
は
、
ハ
ッ
と
気
づ
い
た
よ
う
に
、
元
の
厳
し
い
顔
に
戻
っ
て
、
斉
藤
さ

ん
と
千
瑛
を
見
た
。
二
枚
の
絵
は
テ
ー
ブ
ル
に
隣
り
合
っ
て
並
べ
ら
れ
て
い
る
。
同

じ
構
図
で
雰
囲
気
が
よ
く
似
て
い
る
。
斉
藤
さ
ん
の
ほ
う
は
完
成
度
が
高
く
、
千
瑛

の
ほ
う
が
情
熱
的
だ
。
二
枚
と
も
僕
に
は
す
ば
ら
し
い
絵
に
見
え
る
。
湖
山
先
生
は

何
が
気
に
入
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
湖
山
先
生
は
大
き
く
ま
ば
た
き
し
て
、
た
め
息
を

つ
い
て
か
ら
、

＊

を
引
く
美
し
さ
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
何
よ
り
も
千
瑛
の
も
の
よ
り
も
さ
ら
に
写
実

的
で
、
形
に
狂
い
が
な
か
っ
た
。
傍は

た

目め

で
見
て
い
て
も
、
絵
で
は
な
く
写
真
の
よ
う

に
描
か
れ
る
画
面
は
技
術
と
い
う
よ
り
も
魔
術
に
近
い
。
何
か
騙だ

ま

さ
れ
た
よ
う
な
気

さ
え
し
て
し
ま
う
。

　

こ
れ
な
ら
ば
と
思
い
、
湖
山
先
生
の
顔
を
の
ぞ
い
て
み
る
け
れ
ど
、
湖
山
先
生
の

表
情
は
相
変
わ
ら
ず
冷
め
て
い
る
。
斉
藤
さ
ん
が
、
筆
を
置
い
て
、
湖
山
先
生
を
見

る
と
、
湖
山
先
生
は
疲
れ
た
よ
う
に
目
頭
を
押
さ
え
て
、
そ
れ
か
ら
ゆ
っ
く
り
首
を

振
っ
た
。

　

斉
藤
さ
ん
の
こ
れ
以
上
、
青
く
な
り
よ
う
も
な
い
顔
が
さ
ら
に
青
ざ
め
て
い
る
の

を
見
る
と
、
心
か
ら
不
吉
な
感
じ
が
し
た
。
千
瑛
は
そ
の
背
後
で
、
も
う
す
ぐ
泣
き

そ
う
だ
。
こ
の
と
き
だ
け
は
、千
瑛
は
弱
々
し
い
小
さ
な
女
の
子
の
よ
う
に
見
え
た
。

　

湖
山
先
生
の
静
か
な
た
め
息
が
聞
こ
え
て
、
一
同
が
言
葉
を
失な

く
し
て
い
る
と
こ

ろ
に
、

「
お
待
た
せ
し
ま
し
た
～
～
！
」

　

と
い
う
、い
つ
も
の
軽
い
ノ
リ
で
西
濱
さ
ん
が
お
茶
を
運
ん
で
き
た
。
手て

際ぎ
わ

よ
く
、

皆
に
お
茶
を
配
る
と
、
斉
藤
さ
ん
と
千
瑛
と
僕
を
席
に
着
か
せ
た
。
ナ
イ
ス
タ
イ
ミ

ン
グ
だ
と
も
言
え
る
し
、
ち
ょ
っ
と
間
が
悪
す
ぎ
る
と
も
い
え
る
微
妙
な
瞬
間
に
西

濱
さ
ん
は
や
っ
て
き
て
、
何
も
か
も
を
小
休
止
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
湖
山
先
生
は
、

西
濱
さ
ん
を
見
る
と
や
っ
と
微ほ

ほ

笑え

ん
で
、

「
西
濱
君
、
あ
り
が
と
う
。」

　

と
、
い
つ
も
の
好
々
爺
に
わ
ず
か
に
戻
り
、
⑴
千
瑛
は
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
熱
く

な
っ
た
瞳
を
冷
ま
し
て
い
た
。 

斉
藤
さ
ん
だ
け
が
元
の
ま
ま
青
く
、
お
茶
に
も
口
を

つ
け
な
い
。
僕
は
緊
張
で
カ
ラ
カ
ラ
に
な
っ
た
喉
を
潤
し
て
い
た
。
当
の
西
濱
さ
ん

は
、
頭
か
ら
タ
オ
ル
を
取
っ
て
、
僕
の
横
に
座
っ
て
ズ
ズ
ズ
ズ
と
お
茶
を
啜す

す

っ
て
い

た
。
⑵
こ
の
沈
黙
に
響
く
、
な
か
な
か
い
い
音
だ
っ
た
。

「
悪
く
な
い
。」

　

と
湖
山
先
生
は
言
っ
た
が
、
そ
れ
は
明
ら
か
に
お
茶
の
こ
と
だ
ろ
う
。
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落
ち
着
い
て
い
る
。
千
瑛
が
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ン
の
よ
う
に
筆
を
小
刻
み
に
身か

ら
だ体
を
揺
ら

し
な
が
ら
使
う
の
だ
と
す
れ
ば
、
西
濱
さ
ん
は
コ
ン
ト
ラ
バ
ス
か
、
チ
ェ
ロ
の
よ
う

な
大
ら
か
な
動
き
で
身
体
を
使
っ
て
い
る
。
筆
の
先
は
、
速
い
が
、
落
ち
着
い
て
い

る
。
そ
し
て
、
画
面
の
部
分
に
よ
っ
て
速
く
運
筆
す
る
場
所
と
ゆ
っ
た
り
と
運
筆
し

て
い
る
場
所
の
差
が
大
き
い
。
大
柄
な
体た

い

軀く

か
ら
生
ま
れ
る
生
命
力
を
そ
の
ま
ま
筆

に
込
め
て
い
る
印
象
が
あ
っ
た
。
描
か
れ
て
い
る
絵
は
美
し
い
。
そ
れ
は
当
然
の
こ

と
だ
っ
た
。

　

だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
千
瑛
や
斉
藤
さ
ん
の
絵
と
は
本
質
的
に
異
な
っ
て
い

る
。
そ
れ
は
美
で
は
な
い
何
か
、
だ
。

　

僕
の
目
は
画
面
に
吸
い
込
ま
れ
て
、
そ
れ
と
同
時
に
、
僕
は
自
分
の
心
の
内
側
に

あ
る
ガ
ラ
ス
部
屋
ま
で
意
識
し
た
。
そ
の
場
所
と
外
の
世
界
が
繋つ

な

が
り
、
そ
こ
か
ら

僕
は
西
濱
さ
ん
の
水
墨
を
眺
め
て
い
た
。

　

ガ
ラ
ス
の
壁
そ
の
も
の
が
、
小
刻
み
に
震
え
て
い
た
。

　

西
濱
さ
ん
の
一
筆
、
一
筆
が
真
っ
白
い
画
面
に
刻
ま
れ
る
た
び
に
、
壁
は
震
え
、

目
は
吸
い
込
ま
れ
た
。

　

こ
れ
は
明
ら
か
に
、
美
な
ど
で
は
な
い
。

　

美
し
さ
な
ど
思
い
も
し
な
か
っ
た
。
そ
う
で
は
な
く
、
た
だ
心
が
震
え
、
一
枚
の

絵
、
一
輪
の
花
、
た
っ
た
一
つ
の
花
び
ら
の
中
に
命
そ
の
も
の
を
見
て
い
た
。

　

西
濱
さ
ん
の
急
激
に
膨
ら
ん
で
い
く
生
命
感
が
、
画
面
の
中
に
叩
き
付
け
ら
れ
て

い
く
。
筆
致
の
こ
と
な
ど
ど
う
で
も
い
い
、
た
だ
、
そ
の
大
き
な
空
気
が
美
以
外
の

え
た
い
の
知
れ
な
い
感
情
を
僕
の
中
に
呼
び
起
こ
し
た
。
温
度
が
あ
り
、
揺
さ
ぶ
ら

れ
、
そ
し
て
何
か
を
感
じ
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
な
る
。
自
分
も
こ
ん
な
ふ
う
に
何
か

を
成
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
と
い
う
思
い
を
搔か

き
立
て
ら
れ
て
し
ま
う
。

　

僕
は
ガ
ラ
ス
の
壁
に
貼
り
付
い
て
、
外
の
世
界
の
西
濱
さ
ん
の
水
墨
を
食
い
入
る

よ
う
に
見
て
い
た
。

 

⑷
僕
は
感
動
し
て
い
た
。
僕
は
感
動
に
手
が
震
え
て
い
た
。

　

絵
は
あ
ま
り
に
も
速
く
出
来
上
が
っ
た
。
出
来
上
が
っ
た
絵
は
、
千
瑛
や
斉
藤
さ

「
西
濱
君
。」

　

と
そ
れ
だ
け
言
っ
た
。
西
濱
さ
ん
は
茶ち
ゃ

碗わ
ん

か
ら
口
を
離
し
、
ハ
ッ
と
し
た
よ
う
に

顔
を
上
げ
た
。
き
っ
と
さ
っ
き
の
一
瞬
は
、
黙
っ
て
茜
さ
ん
の
こ
と
を
考
え
て
い
た

の
だ
。
茜
さ
ん
の
話
が
出
た
か
ら
、
茜
さ
ん
の
こ
と
を
考
え
続
け
て
い
る
な
ん
て
、

な
ん
で
そ
ん
な
に
単
純
な
ん
だ
、
と
思
っ
た
け
れ
ど
、
こ
の
柔
ら
か
な
と
こ
ろ
に
今

は
救
わ
れ
て
い
た
。

「
西
濱
君
。」

　

と
も
う
一
度
、
穏
や
か
に
湖
山
先
生
は
言
っ
て
、
西
濱
さ
ん
は
、
あ
あ
は
い
は
い
、

と
立
ち
上
が
っ
た
。

　

斉
藤
さ
ん
と
千
瑛
の
絵
の
前
に
立
つ
と
何
を
言
う
こ
と
も
、
思
う
こ
と
も
な
さ
そ

う
に
、
そ
の
ま
ま
筆
を
取
っ
た
。

「
千
瑛
ち
ゃ
ん
、
こ
れ
借
り
て
い
い
か
な
？
」

　

声
を
掛
け
る
と
、
千
瑛
は
、
ど
う
ぞ
と
う
な
ず
い
た
。
西
濱
さ
ん
は
当
た
り
前
の

よ
う
に
微
笑
ん
だ
。
良
い
お
兄
ち
ゃ
ん
と
い
う
表
情
だ
。
描
き
始
め
る
前
に
、
何
か

に
気
づ
い
た
よ
う
に
も
う
一
度
筆
を
置
い
て
、
墨
を
す
っ
て
、
そ
れ
か
ら
い
つ
も
着

て
い
る
作
業
着
の
上
着
を
脱
い
だ
。
た
ぶ
ん
い
つ
で
も
タ
バ
コ
を
胸
ポ
ケ
ッ
ト
に
入

れ
て
い
る
か
ら
、
上
着
を
着
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
西
濱
さ
ん
の
上
着
は
い
つ
で
も
汚

れ
て
い
て
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
泥
ん
こ
だ
。
だ
が
、
そ
れ
を
脱
ぐ
と
、
隆
々
と
し
た
引

き
締
ま
っ
た
体
や
長
い
腕
が
長
袖
の
Ｔ
シ
ャ
ツ
越
し
に
現
れ
た
。
工
務
店
の
お
兄

ち
ゃ
ん
が
水
墨
画
家
に
変
身
し
た
瞬
間
だ
っ
た
。

「
で
は
、
あ
ら
た
め
て
筆
を
お
借
り
し
て
。」

　

と
描
き
始
め
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
斉
藤
さ
ん
は
気
づ
い
た
よ
う
に
紙
を
取
り

換
え
て
、
西
濱
さ
ん
の
前
に
置
い
た
。

「
斉
ち
ゃ
ん
、
あ
り
が
と
う
。」

　

と
穏
や
か
に
言
っ
た
後
、
西
濱
さ
ん
は
一い

っ

気き

呵か

成せ
い

に
描
き
始
め
た
。

　

速
い
。

　

千
瑛
も
速
い
が
、
そ
れ
よ
り
も
さ
ら
に
速
い
。
そ
し
て
、
速
い
の
に
余
裕
が
あ
り
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〔
問
１
〕 ⑴
千
瑛
は
お
茶
を
飲
み
な
が
ら
熱
く
な
っ
た
瞳
を
冷
ま
し
て
い
た
。 

と
あ
る

が
、
こ
の
と
き
の
千
瑛
の
心
情
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、

次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

湖
山
先
生
の
無
言
の
態
度
か
ら
そ
の
不
機
嫌
さ
を
察
し
、
先
生
か
ら
絵
の
出
来
ば

え
を
叱
責
さ
れ
る
こ
と
を
予
感
し
て
身
構
え
て
い
る
。

イ　

優
れ
た
技
量
を
も
つ
斉
藤
さ
ん
で
さ
え
湖
山
先
生
か
ら
評
価
さ
れ
な
い
の
を
見
て

ほ
っ
と
し
た
が
、
そ
れ
を
表
に
出
さ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。

ウ　

斉
藤
さ
ん
の
絵
ま
で
が
湖
山
先
生
か
ら
評
価
さ
れ
ず
絶
望
的
な
気
持
ち
に
な
っ
た

の
で
、
小
休
止
の
間
に
冷
静
に
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

エ　

斉
藤
さ
ん
と
湖
山
先
生
の
対
立
に
不
安
を
募
ら
せ
て
い
た
と
こ
ろ
に
、
西
濱
さ
ん

が
入
っ
て
く
れ
た
の
で
、
ひ
と
ま
ず
安
心
し
て
い
る
。

〔
問
２
〕 ⑵
こ
の
沈
黙
に
響
く
、
な
か
な
か
い
い
音
だ
っ
た
。 

と
あ
る
が
、
僕
は
な
ぜ
こ

の
よ
う
に
思
っ
た
の
か
。
そ
の
理
由
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で

は
ど
れ
か
。

ア　

お
茶
を
飲
む
こ
と
で
湖
山
先
生
に
本
来
の
優
し
さ
を
取
り
戻
し
て
も
ら
お
う
と
す

る
西
濱
さ
ん
に
、
心
の
細
や
か
さ
を
感
じ
た
か
ら
。

イ　

絵
の
出
来
に
無
関
心
な
西
濱
さ
ん
の
様
子
に
、
今
の
自
分
た
ち
の
こ
だ
わ
り
が
つ

ま
ら
な
い
も
の
だ
と
教
え
ら
れ
た
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
。

ウ　

気
ま
ず
い
雰
囲
気
を
和
ら
げ
よ
う
と
し
て
、
意
図
的
に
そ
の
場
に
そ
ぐ
わ
な
い
態

度
を
取
っ
た
西
濱
さ
ん
に
、
尊
敬
の
念
を
覚
え
た
か
ら
。

エ　

周
囲
の
緊
張
が
高
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
も
か
ま
わ
ず
西
濱
さ
ん
が
お
茶
を
飲

む
音
を
聞
い
て
場
が
和
ん
だ
よ
う
に
思
っ
た
か
ら
。

ん
の
も
の
よ
り
も
乱
れ
、
写
真
の
よ
う
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
牡ぼ

丹た
ん

よ
り
も
牡

丹
ら
し
い
も
の
に
見
え
た
。

　

何
が
そ
う
見
せ
て
い
る
の
か
。

　

形
も
何
処
か
破
綻
し
て
い
て
、
形
よ
り
も
筆
致
の
ほ
う
が
強
く
表
れ
て
い
る
面
と

線
の
応
酬
に
ど
う
し
て
牡
丹
を
感
じ
る
の
か
分
か
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
絵
に
は
、

斉
藤
さ
ん
と
千
瑛
の
絵
に
は
な
い
圧
倒
的
な
存
在
感
が
あ
っ
た
。

　

並
べ
て
み
て
、
僕
の
目
に
は
よ
う
や
く
そ
れ
が
映
っ
た
。
湖
山
先
生
が
、
何
が
気

に
入
ら
な
い
の
か
も
そ
の
と
き
に
分
か
っ
た
。

「
命
だ
。」

　

西
濱
さ
ん
の
絵
に
は
命
が
描
か
れ
て
い
た
。

（
砥
上
裕
將
「
線
は
、
僕
を
描
く
」
に
よ
る
）　

〔
注
〕
好こ

う

々こ
う

爺や

―
善
良
で
や
さ
し
い
お
じ
い
さ
ん
。

　
　
　

Ｃ
Ｇ
― 

―
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
」
の
略
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
で

描
か
れ
た
画
像
や
図
形
。

　
　
　

翠す
い

山ざ
ん

先
生

―
湖
山
先
生
と
並
ぶ
水
墨
画
の
大
家
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次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。（ 

＊ 

印
の
付
い
て
い
る
言
葉

に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

　
「
伝
え
合
い
」
に
お
い
て
混
乱
を
生
じ
る
の
は
、
地
理
的
な
文
化
の
違
い
か
ら
だ

け
と
は
限
ら
な
い
。
職
種
、
年
齢
層
に
よ
る
文
化
の
違
い
か
ら
も
様
々
な
行
き
違
い

は
起
き
る
。
か
つ
て
、
日
本
の
マ＊

ス
メ
デ
ィ
ア
で
は
「
新＊

人
類
」
と
い
う
言
葉
が
流は

行や

っ
た
。
そ
れ
は
、
会
社
の
新
入
社
員
な
ど
の
言
動
が
理
解
で
き
な
い
と
い
う
人
び

と
が
急
速
に
増
え
た
時
代
で
あ
っ
た
。
上
司
と
顔
を
あ
わ
せ
た
時
の
挨
拶
の
仕
方
、

上
司
に
向
か
っ
て
の
意
見
の
言
い
方
、
仕
事
中
の
先
輩
に
対
す
る
態
度
な
ど
、
従
来

の
社
員
の
間
で
見
ら
れ
た
も
の
と
は
非
常
に
異
な
る
パ
タ
ー
ン
を
も
つ
若
者
が
珍
し

く
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

な
ぜ
、
そ
う
し
た
若
者
が
多
く
出
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
日
本
の

場
合
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
送
り
出
す
過
剰
と
も
言
え
る
情
報
を
通
し
て
、
多
様
な
生

活
文
化
や
思
想
が
無
秩
序
に
日
常
生
活
に
流
入
し
続
け
た
こ
と
が
、
大
き
な
要
因
と

し
て
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
素
直
に
若
い
世
代
の
者
た
ち
が
受
け
入
れ
た

結
果
、
価
値
観
が
非
常
に
異
な
る
人
間
が
社
会
に
混
在
し
、
共
存
す
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
、
か
つ
て
は
⑴
世
代
間
に
見
ら
れ
た
「
伝

え
合
い
」
の
し
き
た
り
は
無
視
さ
れ
、
若
者
が
仲
間
に
対
す
る
よ
う
な
態
度
で
上
司

に
接
す
る
と
か
、
気
の
お
も
む
く
ま
ま
に
仕
事
を
や
り
く
り
す
る
若
者
が
珍
し
く
な

く
な
り
、
そ
れ
が
従
来
型
の
一
様
な
価
値
観
を
共
有
し
て
い
た
多
く
の
大
人
た
ち
を

困
惑
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
の
で
あ
る
。

　

現
代
の
日
本
は
、
世
代
、
地
域
、
年
齢
、
職
業
な
ど
に
応
じ
た
行
動
の
あ
り
方
を

め
ぐ
る
従
来
の
文
化
的
基
盤
に
、
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。

　

多
文
化
、多
価
値
と
も
言
え
る
状
況
下
で
の
「
伝
え
合
い
」
を
考
え
る
う
え
で
は
、

次
の
よ
う
な
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
り
そ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
こ
の
地
上
の
ど
こ

か
に
小
さ
な
島
が
あ
っ
て
、
そ
こ
の
社
会
は
単
一
文
化
で
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
の
島

の
文
化
的
共
通
基
盤
―
―
便
宜
的
に
文
化
コ＊

ー
ド
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
―
―
を
よ
り

〔
問
３
〕 ⑶
そ
れ
は
場
を
締
め
上
げ
る
よ
う
な
苦
し
げ
な
声
だ
っ
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の

と
き
の
斉
藤
さ
ん
の
心
情
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の

う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

自
分
の
絵
の
出
来
が
よ
く
な
い
と
承
知
し
な
が
ら
も
、
先
生
が
何
も
言
わ
な
い
の

で
い
た
た
ま
れ
な
い
で
い
る
。

イ　

先
生
が
自
分
の
絵
に
厳
し
い
評
価
を
し
な
が
ら
、
わ
ざ
と
話
題
を
そ
ら
し
て
い
る

こ
と
に
反
発
を
感
じ
て
い
る
。

ウ　

先
生
が
自
分
の
絵
に
ど
の
よ
う
な
評
価
を
下
す
の
か
わ
か
ら
な
い
の
で
、
早
く
知

り
た
い
と
あ
せ
っ
て
い
る
。

エ　

先
生
の
厳
し
い
評
価
を
予
想
し
な
が
ら
も
、
ま
だ
見
込
み
が
あ
る
の
で
は
な
い
か

と
望
み
を
つ
な
い
で
い
る
。

〔
問
４
〕 ⑷
僕
は
感
動
し
て
い
た
。
僕
は
感
動
に
手
が
震
え
て
い
た
。 

と
あ
る
が
、
な
ぜ

僕
は
こ
の
よ
う
に
思
っ
た
の
か
。
千
瑛
や
斉
藤
さ
ん
の
絵
と
対
比
し
な
が
ら
、

五
十
字
以
内
で
書
け
。

〔
問
５
〕　

本
文
の
表
現
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は

ど
れ
か
。

ア　

複
数
の
視
点
か
ら
描
写
す
る
こ
と
で
、
立
場
は
違
っ
て
も
水
墨
画
に
懸
け
る
思
い

は
変
わ
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

イ　

会
話
文
を
随
所
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
僕
が
他
の
登
場
人
物
に
対
し
て
様
々

な
思
い
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
印
象
付
け
て
い
る
。

ウ　

擬
声
語
や
比
喩
表
現
を
効
果
的
に
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
墨
画
を
描
く
様
子

を
読
者
に
い
き
い
き
と
感
じ
さ
せ
て
い
る
。

エ　

湖
山
先
生
の
表
情
を
場
面
ご
と
に
描
き
分
け
る
こ
と
で
、
水
墨
画
に
厳
し
い
姿
勢

で
臨
む
者
の
孤
独
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

4
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試
み
は
、
問
題
点
を
す
っ
き
り
と
わ
か
り
や
す
く
し
て
く
れ
る
。
た
と
え
ば
、
こ
の

動
作
は
こ
う
い
う
意
味
だ
、
と
語
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
行お

こ

な
う
当
人
も
、
そ
れ
を
受

け
と
る
相
手
も
、
単
一
の
文
化
コ
ー
ド
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
と

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
に
パ
タ
ー
ン
化
し
て
語
る
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
文
化
コ
ー
ド
が
異
な
る
状
況
で
の
「
伝
え
合
い
」
は
難
し

い
。
自
分
の
言
動
を
受
け
と
る
相
手
の
文
化
コ
ー
ド
に
よ
っ
て
、
常
に
、
自
分
が
そ

の
言
動
に
こ
め
た
意
味
と
、
相
手
が
受
け
と
る
意
味
と
の
間
に
ズ
レ
が
避
け
が
た
い

か
ら
で
あ
る
。

⑶「
こ
と
ば
」
が
よ
く
通
じ
な
い
、
あ
る
い
は
、
ま
っ
た
く
の
異
文
化
で
あ
る
と
分

か
る
人
を
相
手
に
す
る
方
が
、
む
し
ろ
対
処
し
や
す
い
。 

文
化
コ
ー
ド
が
異
な
る
と

い
う
こ
と
を
互
い
に
つ
か
み
や
す
い
か
ら
だ
。
逆
に
、
同
じ
言
語
が
通
じ
る
相
手
の

方
が
、
誤
解
の
原
因
を
探
る
こ
と
は
難
し
い
。
ま
ず
、
文
化
コ
ー
ド
が
違
う
と
い
う

こ
と
に
思
い
が
至
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
相
手
の
文
化
コ
ー
ド
の
ど
の
部

分
が
自
分
と
異
な
っ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で

は
な
い
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
自
分
の
周
辺
で
生
活
し
て
い
る
人
び
と
の
中
に
、「
あ

の
人
は
保
守
的
だ
」
と
皆
か
ら
言
わ
れ
る
人
物
が
い
る
と
し
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の

人
物
が
、
文
化
の
ど
の
よ
う
な
面
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
保
守
的
な
の
か
と
い
っ
た

具
体
的
な
こ
と
に
な
る
と
、
そ
の
評
価
か
ら
他
の
人
が
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
は
ま
ち

ま
ち
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
こ
と
ば
通
じ
て
意
味
通
ぜ
ず
」
な
の
で
あ
る
。

　

日
常
生
活
に
お
け
る
異
文
化
間
で
の
「
伝
え
合
い
」
の
話
題
は
、
二
つ
の
国
を
代

表
す
る
外
務
大
臣
の
間
で
の
公
的
な
会
談
の
よ
う
に
、
立
場
と
す
る
根
拠
の
枠
組
み

が
し
っ
か
り
し
た
も
の
で
は
な
い
。
文
化
が
異
な
る
と
い
う
話
題
は
、
二
つ
以
上
の

文
化
に
は
明
確
な
境
界
線
が
引
け
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
が
、
そ
れ
ら
は
現

実
に
は
連
続
体
と
し
て
の
み
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
異
文
化
間
の
線
は
、
話
題
を

展
開
す
る
際
に
、
言
語
の
単
語
と
い
う
も
の
に
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
た
め
に
生

じ
る
、
一
種
の
錯
覚
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

　

た
と
え
ば
、
日
本
文
化
と
ア
メ
リ
カ
文
化
と
い
う
の
は
、
そ
の
間
を
分
け
る
明
確

詳
し
く
見
て
み
る
と
、
そ
れ
は
島
民
全
員
が
共
有
す
る
「
言
語
コ
ー
ド
」、「
世
代
間

の
関
係
コ
ー
ド
」、「
道
徳
コ
ー
ド
」、「
同
胞
意
識
コ
ー
ド
」、「
歴
史
観
コ
ー
ド
」
な

ど
、非
常
に
多
数
の
下
位
コ
ー
ド
が
溶
け
あ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

そ
し
て
、
そ
の
島
の
人
び
と
の
「
伝
え
合
い
」
は
、
す
べ
て
同
じ
文
化
コ
ー
ド
に

則の
っ
と

っ
て
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
話
者
の
行
為
は
意
図
の
通
り
に
相
手
に
的
確
に
理

解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
。

　

も
ち
ろ
ん
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
完
全
に
単
一
文
化
の
社
会
は
、
こ
の
世
に
存
在

し
な
い
だ
ろ
う
。
た
だ
、
仮
に
そ
の
よ
う
な
社
会
が
あ
る
と
想
定
し
て
日
本
の
状
況

と
比
較
し
て
み
る
と
、
日
本
で
共
有
さ
れ
て
い
る
の
は
日
本
語
と
い
う
「
言
語
コ
ー

ド
」
だ
け
で
あ
る
。「
道
徳
コ
ー
ド
」
は
、
昔
な
が
ら
の
人
間
の
生
き
方
に
し
が
み

つ
い
て
い
る
者
か
ら
、
異
次
元
世
界
に
飛
ん
で
い
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
者
ま
で
、
非

常
に
多
様
だ
。「
世
代
間
の
関
係
コ
ー
ド
」
に
つ
い
て
も
同
様
に
、
心
し
て
年
齢
の

上
下
に
も
と
づ
く
関
係
の
あ
り
方
に
し
た
が
っ
て
い
る
者
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
こ
と

は
ま
る
で
問
題
に
し
て
い
な
い
者
ま
で
い
る
。
そ
の
他
の
コ
ー
ド
に
つ
い
て
も
、
多

種
多
様
の
価
値
観
を
も
つ
人
び
と
で
あ
ふ
れ
て
い
る
。
こ
う
な
れ
ば
、
同
じ
日
本
語

で
話
し
て
い
て
も
、
話
者
が
そ
こ
に
こ
め
て
い
る
意
味
が
、
そ
の
ま
ま
相
手
に
伝
わ

る
と
は
限
ら
な
い
。
逆
に
、
下
手
に
「
こ
と
ば
」
が
通
じ
、「
同
じ
日
本
人
」
と
い

う
思
い
こ
み
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
誤
解
が
生
じ
る
こ
と
に
戸
惑
い
や
腹
立
ち
を
覚
え

る
人
も
い
る
。「
こ
と
ば
通
じ
て
意
味
通
ぜ
ず

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」。
そ
れ
が
⑵
日
本
の
よ
う
な
多
重
文

化
社
会
の
現
状
な
の
で
あ
る
。

　

異
な
る
文
化
を
も
つ
人
び
と
の
共
存
と
い
う
こ
と
は
、「
異
文
化
」
間
の
接
触
と

い
う
話
題
と
重
な
り
あ
う
。
日
本
で
も
、
近
年
、
異
国
か
ら
来
て
い
る
人
び
と
が
身

近
な
所
で
働
く
姿
を
見
か
け
る
こ
と
は
普
通
に
な
っ
た
。
ま
た
、同
じ
日
本
人
で
も
、

価
値
観
が
非
常
に
異
な
っ
た
人
び
と
が
自
分
の
周
囲
で
生
活
し
て
い
る
。誰
し
も
が
、

日
常
生
活
の
な
か
で
、
そ
う
し
た
様
々
な
異
文
化
と
の
接
触
を
も
つ
こ
と
が
、
好
む

に
せ
よ
、
好
ま
な
い
に
せ
よ
、
避
け
が
た
い
時
代
と
な
っ
た
の
だ
。

　

確
か
に
、「
伝
え
合
い
」
に
つ
い
て
単
一
の
文
化
コ
ー
ド
の
み
を
想
定
し
て
語
る
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そ
う
し
た
言
語
は
世
界
各
地
に
見
ら
れ
る
が
、
ピ
ジ
ン
・
ク
レ
オ
ル
諸
語
と
総
称
さ

れ
る
。

　

わ
た
し
が
ク
レ
オ
ル
と
い
う
言
語
と
最
初
に
出
会
っ
て
か
ら
、
す
で
に
半
世
紀
近

い
年
月
が
流
れ
た
。
そ
の
間
、
ア
フ
リ
カ
、
イ
ン
ド
洋
、
カ
リ
ブ
海
域
、
南
北
ア
メ

リ
カ
、
太
平
洋
諸
島
な
ど
、
ク
レ
オ
ル
語
の
フ＊

ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
訪
れ
た
土
地
は
、

多
様
な
集
団
の
多
様
な
文
化
が
ひ
し
め
く
場
所
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
土
地
で
は
、
た
と
え
同
じ
言
語
を
話
し
た
と
し
て
も
、「
こ
と
ば
通
じ

て
意
味
通
ぜ
ず
」
と
い
っ
た
事
態
が
避
け
が
た
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、「
伝
え
合
い
」

に
お
い
て
「
こ
と
ば
」
が
果
た
す
役
割
や
相
手
と
の
文
化
的
基
盤
の
違
い
に
つ
い
て
、

人
び
と
は
否い

や

応お
う

な
し
に
自
覚
的
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
だ
。

 

⑸
わ
た
し
は
、
そ
こ
に
、
異
文
化
の
接
触
、
多
重
文
化
社
会
な
ど
、
現
代
の
「
伝
え

合
い
」
を
考
え
る
う
え
で
、重
要
な
縮
図
と
な
る
場
所
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
。

（ 

西
江
雅
之
「
こ
と
ば
だ
け
で
は
伝
わ
ら
な
い　

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
文
化
人

類
学
」
に
よ
る
）

〔
注
〕
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
― 

―
報
道
・
伝
達
の
な
か
だ
ち
と
な
る
も
の
。
新
聞
・
テ
レ

ビ
・
ラ
ジ
オ
な
ど
。

　
　
　

新
人
類
―
―
一
九
八
〇
年
代
に
若
者
に
対
し
て
付
け
ら
れ
た
呼
称
。

　
　
　

コ
ー
ド
―
―
決
ま
り
。
規
準
。

　
　
　

ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
―
―
型
に
は
め
て
考
え
る
こ
と
。

　
　
　

大
航
海
時
代
― 

―
一
五
～
一
六
世
紀
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
が
イ
ン
ド
航
路
や
ア

メ
リ
カ
大
陸
へ
の
到
達
を
成
し
遂
げ
た
時
代
。

　
　
　

フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
―
―
野
外
調
査
。

な
境
界
線
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
い
わ
ば
概
念
上
で
の
便
宜
的
な
区
切
り
な
の
で

あ
る
。
現
実
の
文
化
の
問
題
は
、物
理
的
に
正
確
に
線
引
き
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

現
実
の
人
び
と
は
様
々
だ
。
文
化
に
見
ら
れ
る
違
い
は
「
こ
の
種
の
人
び
と
に
は
、

こ
の
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
〝
強
い
傾
向
〟
が
見
ら
れ
る
」
と
い
っ

た
形
で
の
み
、
指
摘
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
な
し
に
「
異
文
化
」
の
話
題

を
展
開
す
れ
ば
、
各
地
域
の
人
び
と
の
あ
り
方
を
単
純
に
ス＊

テ
レ
オ
タ
イ
プ
化
し
、

そ
れ
ら
を
羅
列
す
る
だ
け
の
も
の
と
な
り
か
ね
な
い
。

　

異
文
化
間
の
接
触
に
見
ら
れ
る
基
本
的
な
型
と
し
て
は
、
ま
ず
、
相
互
に
及
ぼ
す

影
響
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
例
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
日
本
で
も
一
昔
前
に
は
、

同
じ
地
域
に
居
住
し
て
い
て
も
、
そ
こ
の
住
民
と
は
用
足
し
程
度
の
つ
き
あ
い
し
か

な
い
外
国
人
が
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
人
び
と
の
中
に
は
、
十
数
年
も
そ

の
土
地
に
暮
ら
し
て
い
な
が
ら
、
土
地
の
言
語
も
片
言
し
か
話
そ
う
と
せ
ず
、
近
所

で
買
い
物
を
す
る
以
外
の
つ
き
あ
い
を
も
と
う
と
し
な
い
者
も
い
た
。
彼
ら
は
異
文

化
の
中
に
住
み
な
が
ら
も
、
異
文
化
と
は
ほ
と
ん
ど
接
触
を
も
つ
こ
と
な
し
に
、
生

活
が
成
り
立
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
接
触
し
て
い
る
相
手
の
側
の
文
化
に
強
い
影
響
を
受
け
る
例
が
あ
る
。
そ

の
場
合
は
、⑷
異
な
る
文
化
か
ら
積
極
的
に
異
な
る
文
化
コ
ー
ド
を
受
け
入
れ
る
こ

と
で
、
人
び
と
は
相
手
の
価
値
観
に
あ
わ
せ
て
「
伝
え
合
い
」
を
試
み
る
努
力
を
す

る
。 

そ
の
逆
の
例
は
、
片
方
の
文
化
に
属
す
人
び
と
が
相
手
の
側
の
人
び
と
に
自
分

た
ち
の
価
値
観
を
強
要
す
る
場
合
で
あ
る
。

　

そ
し
て
最
後
に
見
ら
れ
る
の
が
、
両
者
が
相
互
に
あ
る
程
度
ず
つ
影
響
を
及
ぼ
し

あ
う
場
合
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
そ
う
し
た
異
文
化
接
触
を
通
し
て
、
接
触
し
た
文
化
と
は
異
な
る
新
し
い

文
化
が
生
ま
れ
て
く
る
場
合
も
あ
る
。
中
で
も
、
わ
た
し
が
大
き
な
関
心
を
よ
せ
て

き
た
の
が
、
主
に
大＊

航
海
時
代
以
降
、
故
郷
か
ら
遠
く
離
れ
た
未
知
の
土
地
に
送
り

こ
ま
れ
、
母
語
や
伝
統
を
奪
わ
れ
た
人
び
と
が
、
言
語
も
文
化
も
異
に
す
る
人
び
と

と
接
触
す
る
中
で
、
わ
ず
か
数
世
代
の
う
ち
に
創
り
あ
げ
た
新
し
い
言
語
で
あ
る
。
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〔
問
４
〕 ⑷
異
な
る
文
化
か
ら
積
極
的
に
異
な
る
文
化
コ
ー
ド
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
、

人
び
と
は
相
手
の
価
値
観
に
あ
わ
せ
て
「
伝
え
合
い
」
を
試
み
る
努
力
を
す

る
。 

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

異
な
る
文
化
を
熟
知
し
て
、
自
分
た
ち
の
文
化
の
優
れ
て
い
る
点
を
明
確
に
し
よ

う
と
す
る
こ
と
。

イ　

異
な
る
文
化
に
対
し
て
、
自
分
た
ち
の
価
値
観
に
合
う
も
の
を
取
捨
選
択
し
よ
う

と
す
る
こ
と
。

ウ　

相
手
の
文
化
を
積
極
的
に
取
り
入
れ
る
姿
勢
を
見
せ
て
、
信
頼
関
係
を
築
こ
う
と

す
る
こ
と
。

エ　

相
手
の
文
化
を
全
面
的
に
取
り
入
れ
て
、
そ
の
価
値
観
を
共
通
の
基
盤
に
し
よ
う

と
す
る
こ
と
。

〔
問
５
〕 ⑸
わ
た
し
は
、
そ
こ
に
、
異
文
化
の
接
触
、
多
重
文
化
社
会
な
ど
、
現
代
の
「
伝

え
合
い
」
を
考
え
る
う
え
で
、
重
要
な
縮
図
と
な
る
場
所
が
あ
る
よ
う
に
感
じ

て
い
る
。 

と
あ
る
が
、
異
な
る
文
化
が
混
在
す
る
現
代
に
お
い
て
、
我
々
は
他

者
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
べ
き
だ
と
あ
な
た
は
考
え
る
か
。
例
を
一
つ
あ
げ
な

が
ら
二
百
四
十
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、 

、 

や 

。 

や 

「 

な
ど
の
ほ
か
、
書
き
出

し
や
改
行
の
際
の
空
欄
も
そ
れ
ぞ
れ
字
数
に
数
え
よ
。

〔
問
１
〕 ⑴
世
代
間
に
見
ら
れ
た
「
伝
え
合
い
」
の
し
き
た
り
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

上
の
世
代
の
人
の
考
え
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
下
の
世
代
の
人
は
自
分
な
り

の
意
見
が
あ
る
と
し
て
も
表
明
し
て
は
な
ら
な
い
。

イ　

上
の
世
代
の
人
が
親
し
げ
に
接
し
て
き
て
も
、
下
の
世
代
の
人
は
対
等
で
あ
る
か

の
よ
う
な
言
動
を
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ウ　

上
の
世
代
の
人
は
下
の
世
代
の
人
を
指
導
す
る
立
場
と
し
て
、
自
分
た
ち
の
世
代

の
文
化
を
伝
え
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

エ　

上
の
世
代
の
人
は
集
団
の
結
束
を
図
る
た
め
、
下
の
世
代
の
人
が
価
値
観
を
共
有

で
き
る
よ
う
に
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
問
２
〕 ⑵
日
本
の
よ
う
な
多
重
文
化
社
会
の
現
状
と
あ
る
が
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。

五
十
字
以
内
で
答
え
よ
。

〔
問
３
〕 ⑶「
こ
と
ば
」
が
よ
く
通
じ
な
い
、
あ
る
い
は
、
ま
っ
た
く
の
異
文
化
で
あ
る

と
分
か
る
人
を
相
手
に
す
る
方
が
、
む
し
ろ
対
処
し
や
す
い
。 

の
は
な
ぜ
か
。

次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

文
化
コ
ー
ド
が
異
な
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
お
互
い
の
言
動
に
込
め
た
意
味
と

相
手
が
受
け
取
る
意
味
の
ズ
レ
に
よ
っ
て
誤
解
が
生
じ
な
い
よ
う
に
慎
重
に
な
る
か
ら
。

イ　

初
め
か
ら
「
言
語
コ
ー
ド
」
が
違
う
と
分
か
る
た
め
、
辞
書
な
ど
で
外
国
語
と
自

国
語
の
意
味
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、正
確
な
意
味
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
か
ら
。

ウ　
「
こ
と
ば
」
が
通
じ
な
い
と
分
か
っ
て
い
れ
ば
、
こ
ち
ら
の
文
化
コ
ー
ド
を
相
手

に
伝
え
る
こ
と
で
、
一
つ
の
「
言
語
コ
ー
ド
」
を
共
有
で
き
る
よ
う
に
な
る
か
ら
。

エ　

全
く
の
異
文
化
で
あ
る
相
手
と
は
、
文
化
コ
ー
ド
が
あ
ま
り
に
も
違
い
す
ぎ
る
た

め
、何
を
し
て
も
「
伝
え
合
い
」
は
無
理
だ
と
い
う
こ
と
が
最
初
か
ら
分
か
る
か
ら
。
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さ
い
家
の
よ
う
だ
。
他
の
船
を
眺
め
る
と
心
細
い
感
じ
が
す
る
。
遠
く
の
は
笹

の
葉
を
（
船
に
作
っ
て
）
水
面
に
ま
き
散
ら
し
た
の
に
そ
っ
く
り
だ
。（
夜
間
）

船
ご
と
に
と
も
し
た
灯ひ

は
こ
れ
ま
た
実
に
い
い
眺
め
だ
。
―
略
―

　

海
は
や
は
り
と
て
も
恐
ろ
し
い
と
思
う
に
つ
け
て
も
、
な
お
の
こ
と
海
女
が

魚
を
捕
り
に
海
に
入
る
の
は
、
つ
ら
い
仕
事
だ
。
腰
に
つ
な
い
だ
綱
が
切
れ
た

り
し
た
ら
ど
う
す
る
の
だ
ろ
う
。

　

こ
れ
を
見
る
と
、
自
分
た
ち
の
乗
る
立
派
な
大
型
の
船
と
漁
民
た
ち
の
木こ

の
葉
の

よ
う
な
舟
と
の
対
比
や
、
海
女
の
潜
水
の
様
の
細
や
か
な
描
写
な
ど
、
実
体
験
な
し

に
は
と
う
て
い
無
理
な
ほ
ど
に
、
活い

き
活い

き
と
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
解わ

か

る
。
そ
れ

も
決
し
て
、
都
か
ら
ほ
ど
近
い
浦
に
お
け
る
舟
遊
び
な
ど
と
い
う
一
回
的
な
体
験
で

は
あ
る
ま
い
。
幾
日
も
船
上
で
生
活
し
た
旅
人
な
ら
で
は
の
、
海
に
対
す
る
憧
れ
と

畏
怖
と
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
た
思
い
が
底
流
し
て
い
る
。
お
そ
ら
く
は
下＊

向
時
に
初

め
て
海
を
見
た
折
の
驚
嘆
と
、
上
京
す
る
船
路
で
の
体
験
や
感
慨
と
を
、
織
り
交
ぜ

て
⑴
も
の
し
た
記
述
で
あ
っ
た
に
相
違
な
い
。

　

と
こ
ろ
で
海
路
の
旅
を
描
く
先
例
と
し
て
は
『
土
佐
日
記
』
が
あ
ま
り
に
も
有
名

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
比
較
す
る
な
ら
ば
、『
枕
草
子
』
の
特
異
性
は
い
っ
そ
う
明
ら

か
に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば
、

　

卯う

の
時
ば
か
り
に
船
出い

だ
す
。
み
な
人
々
の
船
出
づ
。
こ
れ
を
見
れ
ば
、
春

の
海
に
秋
の
木
の
葉
し
も
散
れ
る
や
う
に
ぞ
あ
り
け
る
。

　

朝
六
時
頃
に
船
を
出
す
。
他
の
人
々
の
船
も
み
な
出
航
す
る
。
こ
れ
を
見
る

と
、
ま
る
で
春
の
海
に
秋
の
木
の
葉
が
散
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

　

船
出
の
景
と
海
上
風
景
と
が
描
き
出
さ
れ
る
が
、「
春
・
秋
」
と
い
う
言
葉
の
対

照
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。
次
々
に
港
か
ら
出
て
い
く
種
々

多
様
な
船
の
群
れ
を
、
あ
と
か
ら
あ
と
か
ら
水
面
に
散
り
浮
か
ぶ
木
の
葉
に
よ
っ
て

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
各
問
に
答
え
よ
。
な
お
、
本
文
中
に
引
用
さ
れ

た
古
文
の
後
の　
　
　
　
　
　

内
の
文
章
は
、
現
代
語
訳
で
あ
る
。（ 

＊ 

印
の
付

い
て
い
る
言
葉
に
は
、
本
文
の
あ
と
に
〔
注
〕
が
あ
る
。）

　
『
枕
草
子
』
の
中
に
は
何
と
も
「
都み

や
こ」

的
と
は
思
わ
れ
ぬ
印
象
を
呈
し
た
描
写
が
、

少
な
か
ら
ず
見み

出い
だ

し
得
る
の
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
夕
焼
け
空
を
、
ね
ぐ
ら
へ
と
帰
る
烏か

ら
すの
添
景
〈「
春
は
曙

あ
け
ぼ
の」〉。
ま
た
蝿は

え

に
と
ま
ら
れ
た
時
の
、
肌
に
つ
た
わ
る
ひ
や
り
と
湿
っ
た
脚
の
触
感
の
描
写
〈「
虫

は
」〉。

　

こ
れ
ら
の
よ
う
に
野
性
む
き
出
し
の
素
材
、
即
物
的
す
ぎ
る
景
物
な
ど
は
普
通
、

優
美
の
感
覚
に
は
相あ

い

容い

れ
ら
れ
ぬ
も
の
と
し
て
、
文
学
作
品
の
中
か
ら
排
除
さ
れ
て

き
た
。
こ
の
作
品
の
素
材
の
選
び
方
は
そ
う
い
う
点
で
き
わ
め
て
特
異
で
あ
り
、

「
雅み

や
び」

の
あ
り
様
に
反
す
る
本
質
を
備
え
て
い
る
。

　

そ
う
し
て
中
で
も
最
も
注
意
さ
れ
る
の
は
、
海
の
眺
め
と
そ
こ
に
生
き
る
人
々
の

暮
ら
し
を
描
く
次
の
よ
う
な
条く

だ

り
で
あ
る
。

　

わ
が
乗
り
た
る
は
、き
よ
げ
に
造
り
、妻つ

ま

戸ど

あ
け
、格か

う

子し

上
げ
な
ど
し
て
、さ
、

水
と
ひ
と
し
う
を
り
げ
に
な
ど
あ
ら
ね
ば
、
た
だ
家
の
小
さ
き
に
て
あ
り
。
異こ

と

舟ふ
ね

を
見
や
る
こ
そ
、
い
み
じ
け
れ
。
遠
き
は
ま
こ
と
に
、
笹さ

さ

の
葉
を
作
り
て
う

ち
散
ら
し
た
る
に
こ
そ
、
い
と
よ
う
似
た
れ
。
と
ま
り
た
る
所
に
て
、
舟
ご
と

に
と
も
し
た
る
火
は
、
ま
た
い
と
を
か
し
う
見
ゆ
。
―
略
―

　

海
は
な
ほ
い
と
ゆ
ゆ
し
と
思
ふ
に
、
ま
い
て
、
海あ

女ま

の
潜か

づ

き
し
に
入
る
は
、

憂う

き
わ
ざ
な
り
。
腰
に
付
き
た
る
緒を

の
絶
え
も
し
な
ば
、
い
か
に
せ
む
と
な
ら

む
。

Ａ
　

私
の
乗
っ
て
い
る
船
は
き
ち
ん
と
し
た
造
り
で
、
船
室
の
戸
や
窓
を
あ
け
た

状
態
に
し
て
、
水
面
よ
り
は
高
い
位
置
に
見
え
る
の
で
、
船
全
体
は
ま
る
で
小

5
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こ
の
無
常
な
世
の
中
を
い
っ
た
い
何
に
た
と
え
よ
う
か
。
夜
明
け
方
に
漕
ぎ

出
し
て
い
っ
た
、
船
の
あ
と
に
立
っ
た
白
波
と
で
も
言
お
う
か
。

の
第
五
句
を
引
い
た
も
の
。
一
首
は
、
早
朝
の
ま
だ
ほ
の
暗
い
海
を
漕
ぎ
渡
る
舟
の

航
跡
に
よ
そ
え
て
、
そ
の
よ
う
に
あ
と
は
か
な
く
消
え
て
い
く
人
の
世
の
定
め
を
嘆

い
て
い
る
。
つ
ま
り
「
あ
と
の
白
波
」
と
い
う
の
は
、
あ
く
ま
で
も
世
の
中
の
常
無

き
理

こ
と
わ
りを

象か
た
どる

た
め
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
『
枕
草
子
』
は
、
ひ
ど
く
小
さ
い
舟
に
乗
っ
て
早
朝
の
海
を
漕
い
で
い
く
、
不
安

げ
な
様
を
言
い
表
す
の
に
、
く＊

だ
ん
の
古
歌
を
引
い
た
わ
け
で
あ
る
。
す
る
と
も
と

の
一
首
で
は
、
無
常
を
象
徴
す
る
素
材
に
す
ぎ
な
か
っ
た
は
ず
の
「
あ
と
の
白
波
」

が
、
こ
こ
で
は
完ま

っ
たき

現
実
感
を
具そ

な

え
て
、
次
第
に
消
え
て
い
く
航
跡
そ
の
も
の
を
表

す
も
の
へ
と
転
換
し
て
い
く
。

　

換
言
す
れ
ば
事
物
を
抽
象
化
す
る
こ
と
で
、
そ
の
実
体
性
を
希
薄
に
さ
せ
て
、
喜

怒
哀
楽
の
感
情
や
人
生
観
を
重
ね
て
い
く
和
歌
の
表
現
に
対
し
、『
枕
草
子
』
は 

⑶
和
歌
の
言
葉
を
現
実
の
事
物
の
上
に
引
き
戻
す
の
で
あ
る
。
い
っ
た
ん
和
歌
の
秩

序
の
中
に
囲
い
込
ま
れ
た
「
物
」
を
、
再
び
実
体
と
し
て
解
き
放
ち
、
生
々
し
い
活

力
を
復
元
さ
せ
る
表
現
。
そ
れ
こ
そ
が
『
枕
草
子
』
の
試
み
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

言
わ
ば
そ
れ
は
、
和
歌
と
い
う
秩
序
の
枷か

せ

か
ら
の
解
放
で
あ
り
、⑷「
雅
」
の
論
理
と

は
相
容
れ
ぬ
指
向
性
を
持
っ
た
、
生
々
し
く
む
き
出
し
の
「
物
」
た
ち
の
世
界
、
野

性
の
瑞み

ず

々み
ず

し
さ
に
満
ち
た
自
然
の
世
界
へ
の
回
帰
で
あ
っ
た
。

（
藤
本
宗
利
「
感
性
の
き
ら
め
き　

清
少
納
言
」
に
よ
る
）　

喩た
と

え
て
い
る
。
だ
が
船
を
木
の
葉
と
見
る
た
め
に
は
、
対
象
と
視
点
人
物
と
の
間
に

か
な
り
の
距
離
が
必
要
と
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

　
『
枕
草
子
』
の　
　
　
　

 

の
比
喩
は
、
確
か
に
他
の
舟
を
遠
望
し
て
の
表
現
な
の

だ
が
、『
土
佐
』
の
場
合
は
見
て
い
る
は
ず
の
作
者
の
船
も
、
出
港
し
て
い
く
船
群

の
一
隻
に
他
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
表
現
は
実
景
を
写
し
た
も
の
で
は
な
い
と
言
え

る
。
い
っ
た
ん
視
点
を
は
る
か
な
遠
方
に
据
え
て
、
船
出
の
様
を
色
々
な
木
の
葉
の

散
り
浮
か
ぶ
様
と
と
ら
え
、
そ
れ
を
春
・
秋
の
対
比
の
上
に
構
成
し
た
、
観
念
的
な

表
現
な
の
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
⑵
風
景
の
美
し
さ
は
、
一
度
詩
歌
の
様
式
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
か

ら
、
再
び
眺
望
の
上
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
複
雑
な
手
順
を
追
っ
て
、
掬す

く

い
取
ら
れ

る
の
で
あ
る
。 

ま
さ
に
「
自
然
が
芸
術
を
模
倣
す
る
」
よ
う
な
美
的
認
識
の
有
り
様
。

そ
れ
が
都

み
や
こ

人び
と

た
ち
の
感
動
の
回
路
な
の
で
あ
っ
た
。

　

翻
ひ
る
が
え

っ
て
『
枕
草
子
』
の
描
く
海
に
眼
を
転
ず
れ
ば
、
そ
の
描
写
が
き
わ
め
て
即

物
的
で
あ
り
、か
つ
そ
の
モ＊

チ
ー
フ
が
あ
ま
り
に
も
和
歌
的
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
、

改
め
て
気
づ
か
さ
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
船
に
灯
を
と
も
し
た
眺
め
の
描

写
（「
と
ま
り
た
る
所
に
て
～
」）
に
続
い
て
、
次
の
ご
と
き
一
節
が
あ
り
、
そ
こ
で

和
歌
の
引
用
さ
れ
て
い
る
点
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。

　

は
し
舟
と
つ
け
て
、
い
み
じ
う
小
さ
き
に
乗
り
て
漕こ

ぎ
あ
り
く
つ
と
め
て
な

ど
、い
と
あ
は
れ
な
り
。「
あ
と
の
白
波
」
は
、ま
こ
と
に
こ
そ
消
え
も
て
い
け
。

　

は
し
船
と
名
付
け
た
、
た
い
そ
う
小
さ
い
船
に
乗
っ
て
、
漕
ぎ
回
る
早
朝
な

ど
は
、実
に
し
み
じ
み
と
し
た
感
が
あ
る
。
古
歌
に
よ
ま
れ
た「
あ
と
の
白
波
」

と
は
、
ま
っ
た
く
そ
の
通
り
で
、
す
ぐ
に
消
え
て
し
ま
う
。

　
「
あ
と
の
白
波
」
と
は
、
拾し

ゅ
う

遺い

集し
ゅ
う

第
二
十
に
採
ら
れ
た
有
名
な＊

沙さ

弥み

満ま
ん

誓ぜ
い

の
古
歌

 

世
の
中
を
何
に
た
と
へ
む
朝
ぼ
ら
け
漕
ぎ
行
く
舟
の
あ
と
の
白
波

＊
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〔
問
４
〕 ⑶
和
歌
の
言
葉
を
現
実
の
事
物
の
上
に
引
き
戻
す
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最

も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

和
歌
の
言
葉
で
現
実
の
事
物
を
表
現
す
る
こ
と
で
、
散
文
で
あ
り
な
が
ら
詩
歌
と

し
て
の
芸
術
性
を
そ
な
え
た
と
い
う
こ
と
。

イ　

自
分
が
目
に
し
た
風
景
が
取
る
に
足
り
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
古
歌
の
風
景
と

重
ね
る
こ
と
で
印
象
深
く
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

ウ　

和
歌
に
用
い
ら
れ
て
い
る
観
念
的
な
言
葉
に
よ
っ
て
、
自
分
が
体
験
し
て
い
る
風

景
と
そ
の
心
情
を
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
。

エ　

和
歌
の
伝
統
的
な
表
現
の
中
に
斬
新
な
言
葉
を
取
り
入
れ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま
で

に
な
い
表
現
の
可
能
性
を
開
く
と
い
う
こ
と
。

〔
問
５
〕 ⑷「
雅
」
の
論
理
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か

ら
選
べ
。

ア　

優
美
な
も
の
は
都
人
の
価
値
観
の
中
に
存
在
す
る
の
で
、
都
に
な
い
も
の
は
芸
術

の
対
象
に
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
。

イ　

優
美
な
も
の
が
芸
術
の
対
象
で
あ
り
、
現
実
の
事
物
か
ら
生
々
し
さ
を
排
除
し
て

初
め
て
作
品
の
素
材
に
な
り
得
る
と
い
う
考
え
。

ウ　

芸
術
を
に
な
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
才
能
に
恵
ま
れ
た
者
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以

外
の
者
に
は
歌
な
ど
理
解
で
き
な
い
と
い
う
考
え
。

エ　

ど
の
よ
う
な
事
物
で
あ
っ
て
も
、
喜
怒
哀
楽
の
感
情
や
人
生
観
を
重
ね
な
け
れ
ば

芸
術
作
品
と
は
言
え
な
い
と
い
う
考
え
。

〔
注
〕
下
向

―
都
か
ら
地
方
へ
行
く
こ
と
。

　
　
　

モ
チ
ー
フ

―
作
品
の
題
材
。

　
　
　

拾し
ゅ
う

遺い

集し
ゅ
う

―
拾
遺
和
歌
集
の
こ
と
。
平
安
時
代
の
歌
集
。

　
　
　

沙さ

弥み

満ま
ん

誓ぜ
い

―
飛
鳥
時
代
か
ら
奈
良
時
代
に
か
け
て
の
歌
人
。

　
　
　

く
だ
ん
の

―
前
に
述
べ
た
。

〔
問
１
〕 ⑴
も
の
し
た
の
意
味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
次
の
う
ち
か
ら
選
べ
。

ア　

祈
っ
た

イ　

議
論
し
た

ウ　

所
有
し
た

エ　

表
現
し
た

〔
問
２
〕　　
　
　
　

 

に
入
る
語
を
現
代
語
訳
Ａ
か
ら
三
字
で
抜
き
出
せ
。

〔
問
３
〕 ⑵
風
景
の
美
し
さ
は
、
一
度
詩
歌
の
様
式
に
お
い
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
か
ら
、

再
び
眺
望
の
上
に
還
元
さ
れ
る
と
い
う
複
雑
な
手
順
を
追
っ
て
、
掬す

く

い
取
ら
れ

る
の
で
あ
る
。 

と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
詩
歌
の
様
式
」
と
は
具
体
的
に
は
ど

の
よ
う
な
こ
と
か
。
文
中
か
ら
六
字
で
抜
き
出
せ
。
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