
1
次
の
各
文
の　
　
　

を
付
け
た
漢
字
の
読
み
が
な
を
書
き
、
か
た
か
な
の
部
分

に
当
た
る
漢
字
を
楷
書
で
書
け
。

⑴　

反
乱
の
企
て
が
露
見
す
る
。

⑵　

時
代
の
変
化
に
翻
弄
さ
れ
る
。

⑶　

法
令
を
遵
守
す
る
。

⑷　

ス
ポ
ー
ツ
を
奨
励
す
る
。

⑸　

家
屋
の
タ
イ
シ
ャ
ク
関
係
を
結
ぶ
。

⑹　

新
し
い
旅
客
機
が
国
際
線
に
シ
ュ
ウ
コ
ウ
す
る
。

⑺　

書
式
の
テ
イ
サ
イ
を
整
え
る
。

⑻　

シ
ン
シ
ョ
ウ
ボ
ウ
ダ
イ
に
言
い
ふ
ら
す
。

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
。）

　

篠し
の

崎ざ
き

凜り
ん

は
、
勉
強
と
弓
道
の
練
習
に
打
ち
込
む
高
校
一
年
生
で
あ
る
。
凜
は
中
学
一
年
か
ら

弓
道
を
始
め
、
中
学
三
年
で
弐に

段だ
ん

に
合
格
し
た
が
、
高
校
入
学
後
、
弓
を
引
く
際
の
技
術
に
つ

い
て
大
き
な
課
題
を
抱
え
て
い
た
。

　

更
衣
室
を
出
る
と
、
三
年
生
が
受
験
で
引
退
し
た
今
、
凜
以
外
唯
一
の
弐
段
で
新

部
長
に
な
っ
た
二
年
の
本ほ

ん

多だ

陽よ
う

子こ

が
立
ち
塞ふ

さ

が
る
よ
う
に
待
っ
て
い
た
。
百
七
十
セ

ン
チ
の
長
身
で
十
六
キ
ロ
の＊
強ご

う

弓き
ゅ
う

を
引
く
彼
女
は
、
弐
段
に
な
っ
た
ば
か
り
で
は

あ
る
も
の
の
、
的
中
率
で
は
ピ
カ
い
ち
で
、
間
違
い
な
く
こ
れ
か
ら
の
翠す

い

星せ
い

学
園
弓

道
部
を
引
っ
張
っ
て
い
く
人
材
だ
と
い
う
こ
と
は
、
凜
も
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
た

だ
少
し
、
そ
の
性
格
の
き
つ
さ
は
誰
も
が⑴
眉
を
ひ
そ
め
る
と
こ
ろ
で
、
必
ず
し
も
人

望
が
厚
い
と
は
言
え
な
い
。
凜
も
中
等
部
の
時
か
ら
知
っ
て
い
る
が
、
ほ
と
ん
ど
私

的
な
会
話
と
い
う
も
の
を
し
た
こ
と
が
な
い
し
、
誰
か
と
雑
談
し
て
い
る
の
も
あ
ま

り
見
た
こ
と
が
な
い
。

「
篠
崎
さ
ん
。」

「
は
い
。」

　

自
分
よ
り
先
に
参
段
を
受
け
て
落
ち
た
こ
と
で
何
か
い
や
み
で
も
言
わ
れ
る
の
か

と
身
構
え
て
い
る
と
、
思
い
も
し
な
い
質
問
が
飛
ん
で
き
た
。

「
あ
な
た
、
棚た

な

橋は
し

先
生
の
ご
自
宅
に
通
っ
て
る
の
。」

「
え
？　

あ
、
は
い
。
土
曜
日
だ
け
。」

⑵
凜
が
素
直
に
答
え
る
と
、
部
長
は
や
れ
や
れ
と
い
う
様
子
で
横
を
向
い
て
舌
打
ち

を
す
る
。

＊

2
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「
あ
の
ね
、
先
生
は
体
調
が
悪
い
か
ら
辞
め
ら
れ
た
の
。
分
か
っ
て
ん
の
？　

そ
れ

を
自
宅
に
ま
で
押
し
か
け
て
…
…
。」

「
あ
、
い
や
、
別
に
指
導
を
受
け
て
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
。
道
場
を
使
っ
て
も

い
い
っ
て
お
っ
し
ゃ
っ
て
も
ら
え
た
の
で
一
人
で
引
い
て
る
だ
け
で
…
…
。」

「
ど
れ
だ
け
無
神
経
な
の
！
」

　

元
々
何
か
に
つ
け
て
き
つ
い
言
い
方
を
す
る
先
輩
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
時
ば
か

り
は
、
帰
り
始
め
て
い
る
部
員
も
立
ち
止
ま
っ
て
振
り
返
る
ほ
ど
の
怒
声
だ
っ
た
。

凜
も
さ
す
が
に
び
く
っ
と
す
る
。

「
…
…
無
神
経
…
…
で
す
か
。」

「
そ
う
で
し
ょ
。
先
生
は
ね
、
指
導
も
含
め
て
弓
が
大
好
き
だ
っ
た
の
。
そ
れ
が
引

け
な
い
っ
て
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
か
分
か
る
？
」

「
弓
が
引
け
な
い
ほ
ど
、悪
い
ん
で
す
か
？　

な
ん
か
そ
う
は
見
え
な
く
て
…
…
ち
ょ
っ 

と
悩
み
を
聞
い
て
も
ら
い
に
行
っ
た
ら
、
好
き
に
使
っ
て
っ
て
言
わ
れ
て
…
…
。」

⑶
色
々
と
言
い
訳
し
た
い
こ
と
は
あ
っ
た
。 

元
々
先
生
の
体
調
が
心
配
だ
っ
た
こ
と

も
あ
る
し
、
訪
ね
る
と
嬉う

れ

し
そ
う
に
迎
え
て
く
れ
て
「
時
＊々
弦つ

る

音ね

を
聞
か
な
い
と
寂

し
い
か
ら
、
好
き
に
使
っ
て
ね
。」
と
言
っ
て
く
れ
た
こ
と
、
一
度
は
辞
退
も
し
た

こ
と
…
…
し
か
し
そ
れ
も
、
や
は
り
無
神
経
と
言
わ
れ
れ
ば
そ
う
な
の
か
も
と
思
い

当
た
る
ふ
し
が
あ
る
だ
け
に
、
強
く
言
い
返
す
気
に
も
な
れ
な
か
っ
た
。
あ
わ
よ
く

ば
、
ち
ょ
っ
と
し
た
ア
ド
バ
イ
ス
を
も
ら
え
る
の
で
は
な
い
か
と
か
、
学
校
と
は
違

う
環
境
で
弓
を
引
い
て
み
た
い
と
い
う
気
も
最
初
か
ら
あ
っ
た
か
ら
だ
。
他
の
部
員

（
仲
の
い
い＊
綾あ

や

乃の

に
さ
え
も
）
に
は
黙
っ
て
行
っ
て
い
た
の
も
、
少
し
後
ろ
め
た
く

は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
自
分
は
参
段
の
審
査
を
受
け
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ

し
い
指
導
、
練
習
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
だ
と
い
う
、
傲ご

う

慢ま
ん

と
言
わ
れ
て
も
仕
方
の

な
い
感
情
も
あ
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
自
分
に
は
そ
の
権
利
が
あ
る
よ
う
な
気
が

し
て
い
た
。

「
先
生
は
、
優
し
い
か
ら
そ
う
言
っ
て
く
れ
て
る
だ
け
。
他
の
み
ん
な
ま
で
行
き
た

い
っ
て
言
い
出
し
た
ら
ど
う
な
る
と
思
う
？　

と
に
か
く
、
こ
れ
以
上
先
生
に
ご
迷

惑
を
か
け
な
い
で
。」

　

何
だ
か
癪し

ゃ
く

で
、
心
の
中
が
も
や
も
や
と
し
た
が
、
本
多
先
輩
の
言
っ
て
る
こ
と

の
方
が
正
論
だ
と
い
う
気
が
し
た
。自
分
の
こ
と
し
か
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、

と
に
か
く
恥
ず
か
し
か
っ
た
。

「
お
っ
し
ゃ
る
通
り
で
す
。
わ
た
し
が
、
無
神
経
で
し
た
。

―
ど
う
も
、
す
み
ま

せ
ん
で
し
た
っ
！
」

　

凜
は
勢
い
よ
く
九
十
度
に
腰
を
折
っ
て
頭
を
下
げ
た
の
で
、
ゴ
ム
で
結
ん
だ
髪
の

束
が
く
る
り
と
回
っ
て
自
分
の
顔
に
当
た
る
ほ
ど
だ
っ
た
。

「
わ
た
し
に
謝
っ
て
も
し
ょ
う
が
な
い
で
し
ょ
。」

　

凜
が
あ
ま
り
に
素
直
に
頭
を
下
げ
た
せ
い
か
、
本
多
先
輩
は
や
や
戸
惑
っ
た
よ
う

な
表
情
で
周
囲
に
視
線
を
や
る
。

「

―
そ
れ
に
、
何
か
弓
の
こ
と
で
悩
み
が
あ
る
な
ら
、
ま
ず
仲
間
や
先
輩
に
相
談

な
さ
い
。
あ
な
た
よ
り
下
手
な
人
間
し
か
い
な
い
か
ら
相
談
し
て
も
仕
方
な
い
と

思
っ
て
る
の
。」

「
い
え
、
そ
ん
な
…
…
。」

　

い
や
、
そ
う
だ
。
は
っ
き
り
と
で
は
な
い
け
ど
、
ど
こ
か
で
そ
う
思
っ
て
い
た
の

だ
ろ
う
。
凜
は
自
分
の
愚
か
さ
に
歯
が
み
し
た
い
思
い
だ
っ
た
。

「
す
み
ま
せ
ん
っ
！
」

　

も
う
一
度
頭
を
下
げ
、
そ
の
ま
ま
続
け
る
。
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「
他
の
こ
と
が
、
何
も
見
え
な
く
な
っ
て
ま
し
た
。
以
後
気
を
つ
け
ま
す
。」

「
分
か
れ
ば
い
い
で
す
。」

　

そ
れ
だ
け
言
っ
て
、
本
多
先
輩
は
す
た
す
た
と
立
ち
去
っ
た
。
そ
の
背
中
を
見
送

り
な
が
ら
、
綾
乃
が
顔
を
近
づ
け
て
言
う
。

「
な
ー
に
あ
れ
。
あ
ん
な
に
き
つ
く
言
わ
な
く
て
も
い
い
じ
ゃ
ん
ね
？
」

「
ん
ー
…
…
わ
た
し
も
ち
ょ
っ
と
苦
手
だ
っ
た
け
ど
、
結
構
い
い
人
か
も
ね
？
」

⑷
凜
が
そ
う
言
う
と
、
綾
乃
は
目
を
剥む

い
た
。

「
え
、
何
。
な
ん
で
そ
う
な
ん
の
？
」

「
だ
っ
て
、『
悩
み
事
あ
っ
た
ら
相
談
し
な
さ
い
』
っ
て
言
っ
て
く
れ
た
し
。」

「
い
や
い
や
い
や
い
や
、
そ
ん
な
言
い
方
じ
ゃ
な
か
っ
た
よ
？　

…
…
じ
ゃ
な
か
っ

た
と
思
う
け
ど
？
」

「
ま
あ
、
大
体
そ
ん
な
ん
だ
っ
た
よ
。
多
分
。」

　

何
だ
か
い
つ
に
な
く
さ
っ
ぱ
り
と
し
た
気
分
で
い
る
こ
と
に
凜
は
気
づ
い
た
。

　

ず
っ
と
審
査
へ
向
け
て
〝＊
早は

や

気け

〟
を
治
す
こ
と
を
主
眼
に
し
て
練
習
し
て
い
た
が
、

次
の
日
か
ら
は
も
う
一
度
す
べ
て
を
基
本
か
ら
見
直
す
こ
と
に
し
て
、
教
本
を
読
み

直
し
、
一
つ
一
つ
の
動
作
を
初
心
者
の
よ
う
に
確
認
し
な
が
ら
弓
を
引
い
た
。
う
ま

く
い
か
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
綾
乃
や
他
の
部
員
、
こ
れ
ま
で
無
意
識
に
避
け
て
い

た
本
多
先
輩
の
と
こ
ろ
へ
わ
ざ
わ
ざ
行
っ
て
質
問
し
て
み
た
り
も
し
た
。
ひ
ど
く

叱
っ
た
こ
と
な
ど
覚
え
て
い
な
い
か
の
よ
う
な
態
度
で
、
丁
寧
に
色
々
と
教
え
て
く

れ
る
。
ど
の
教
本
で
も
見
た
こ
と
の
な
い
、
棚
橋
先
生
も
教
え
て
く
れ
な
か
っ
た
よ

う
な
細
か
い
技
術
的
な
説
明
も
し
て
く
れ
た
。
凜
へ
の
説
明
を
他
の
部
員
も
近
寄
っ

て
き
て
興
味
深
そ
う
に
耳
を
傾
け
る
。

　

特
に
目
に
見
え
る
成
果
な
ど
出
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
よ
り
遥は
る

か
に
正
し
い
道

を
歩
ん
で
い
る
よ
う
な
気
が
し
た
。

（
我
孫
子
武
丸
「
凜
の
弦
音
」
に
よ
る
）　

　
〔
注
〕　

強ご
う

弓き
ゅ
う 

―
― 

弓
の
張
り
が
強
く
、
引
く
の
に
強
い
力
を
必
要
と
す
る
弓
。

　
　
　
　

棚た
な

橋は
し

先
生 

― 

― 

凜
が
中
学
一
年
か
ら
ず
っ
と
弓
道
の
指
導
を
受
け
て
き

て
、
信
頼
を
寄
せ
る
先
生
。

　
　
　
　

弦つ
る

音ね 

―
― 

矢
を
放
つ
と
き
、
弓
の
弦
が
鳴
る
音
。

　
　
　
　

綾あ
や

乃の 

―
― 

凜
と
中
学
時
代
か
ら
仲
の
い
い
、
弓
道
部
の
友
人
。

　
　
　
　

早は
や

気け 

―
― 

的
を
狙
う
と
き
に
矢
を
す
ぐ
に
離
し
て
し
ま
う
こ
と
。
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〔
問
１
〕　

本
文
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち

で
は
ど
れ
か
。

ア　

現
在
形
の
み
を
用
い
た
文
章
の
中
に
過
去
の
凜
の
回
想
を
差
し
挟
む
こ
と
で
、

現
在
の
出
来
事
の
中
に
過
去
の
出
来
事
が
折
り
た
た
ま
れ
た
形
に
な
っ
て
い
る
。

イ　
「
…
…
」
の
記
号
は
凜
と
本
多
陽
子
と
綾
乃
の
会
話
文
に
「

―
」
の
記
号
は

凜
と
本
多
陽
子
と
の
会
話
文
に
用
い
ら
れ
、
三
人
の
会
話
を
際き

わ

立だ

た
せ
て
い
る
。

ウ　

本
多
陽
子
や
綾
乃
の
言
葉
を
取
り
入
れ
て
凜
以
外
の
登
場
人
物
の
内
面
に
も 

踏
み
込
ん
で
い
く
こ
と
で
、
登
場
人
物
の
気
持
ち
が
偏
り
な
く
描
か
れ
て
い
る
。

エ　

凜
の
視
点
に
寄
り
添
い
な
が
ら
弓
道
部
を
中
心
と
し
た
出
来
事
を
描
く
と
と
も

に
、
凜
の
心
の
中
の
言
葉
を
会
話
文
以
外
の
文
章
の
中
に
も
織
り
込
ん
で
い
る
。

〔
問
２
〕  ⑴
眉
を
ひ
そ
め
る  

と
あ
る
が
、
こ
の
場
面
で
の
「
眉
を
ひ
そ
め
る
」
の
意

味
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

心
を
痛
め
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
を
顔
に
出
す
こ
と
。

イ　

快
く
思
っ
て
い
な
い
と
い
う
気
持
ち
を
顔
に
出
す
こ
と
。

ウ　

は
ね
か
え
そ
う
と
す
る
気
持
ち
を
顔
に
出
す
こ
と
。

エ　

心
の
中
で
悩
ん
で
い
る
気
持
ち
を
顔
に
出
す
こ
と
。

〔
問
３
〕  ⑵
凜
が
素
直
に
答
え
る
と
、
部
長
は
や
れ
や
れ
と
い
う
様
子
で
横
を
向
い
て

舌
打
ち
を
す
る
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら
読
み
取
れ
る
本
多
陽
子
の
様

子
と
し
て
最
も
近
い
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

一
年
生
な
が
ら
自
分
よ
り
先
に
参
段
を
受
け
た
凜
が
、
自
分
以
上
に
他
の
部
員

か
ら
人
望
を
集
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
と
動
揺
す
る
様
子
。

イ　

部
長
と
し
て
部
を
ま
と
め
、引
っ
張
っ
て
い
く
立
場
に
あ
る
自
分
に
反
発
し
て
、

自
分
勝
手
な
行
動
を
正
当
化
す
る
凜
を
た
し
な
め
よ
う
と
す
る
様
子
。

ウ　

棚
橋
先
生
の
好
意
に
甘
え
て
、
一
人
だ
け
で
先
生
の
道
場
に
通
っ
て
い
た
凜
の

配
慮
に
欠
け
た
行
動
を
本
人
か
ら
確
認
し
て
、
失
望
を
隠
せ
な
い
様
子
。

エ　

思
い
も
し
な
い
質
問
を
ぶ
つ
け
て
凜
を
困
惑
さ
せ
、
勝
手
な
行
動
は
許
さ
な
い

と
い
う
部
長
と
し
て
の
強
い
姿
勢
を
、
他
の
部
員
に
示
そ
う
と
す
る
様
子
。
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〔
問
４
〕  ⑶
色
々
と
言
い
訳
し
た
い
こ
と
は
あ
っ
た
。 

と
あ
る
が
、
凜
が
「
色
々
と
言

い
訳
し
た
い
こ
と
」
の
な
か
で
適
切
で
な
い
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ

か
。

ア　

週
に
一
度
土
曜
日
だ
け
で
も
、
棚
橋
先
生
の
道
場
に
行
く
の
は
、
学
校
で
の
指
導

を
辞
め
て
し
ま
っ
た
先
生
の
様
子
を
見
に
行
く
こ
と
に
な
る
と
思
っ
て
い
た
こ
と
。

イ　

棚
橋
先
生
か
ら
自
宅
の
道
場
を
「
好
き
に
使
っ
て
ね
。」
と
言
わ
れ
た
時
に
も
、

一
度
は
辞
退
し
た
の
に
、
先
生
か
ら
再
度
勧
め
ら
れ
た
の
で
通
っ
て
い
た
こ
と
。

ウ　

棚
橋
先
生
の
道
場
を
訪
ね
る
と
、
先
生
は
嬉
し
そ
う
に
迎
え
て
く
れ
て
、「
時
々

弦
音
を
聞
か
な
い
と
寂
し
い
か
ら
。」
と
先
生
自
身
も
言
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
。

エ　

他
の
部
員
に
先
ん
じ
て
参
段
の
審
査
を
受
け
た
の
だ
か
ら
、
棚
橋
先
生
の
体
調

に
か
か
わ
ら
ず
、自
分
に
は
特
別
な
指
導
や
練
習
が
あ
っ
て
当
然
だ
と
い
う
こ
と
。

〔
問
５
〕  ⑷
凜
が
そ
う
言
う
と
、
綾
乃
は
目
を
剥む

い
た
。 

と
あ
る
が
、
こ
の
表
現
か
ら

読
み
取
れ
る
綾
乃
の
様
子
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど

れ
か
。

ア　

凜
が
本
多
陽
子
か
ら
強
い
口
調
で
注
意
を
受
け
て
い
る
と
感
じ
、
凜
も
そ
の
こ

と
を
理
不
尽
に
感
じ
て
い
る
と
思
っ
て
い
た
の
に
、
凜
か
ら
思
っ
て
も
い
な
い
言

葉
が
返
っ
て
き
た
の
で
驚
い
て
い
る
様
子
。

イ　

棚
橋
先
生
の
道
場
に
一
人
で
通
っ
て
い
た
こ
と
に
は
、
凜
な
り
の
事
情
が
あ
っ

た
と
考
え
て
い
る
の
で
、
本
多
陽
子
の
強
い
口
調
に
押
さ
れ
て
謝
っ
て
し
ま
っ
た

凜
か
ら
本
心
を
聞
き
出
そ
う
と
す
る
様
子
。

ウ　

本
多
陽
子
の
態
度
に
う
ん
ざ
り
し
て
い
た
の
で
、
凜
が
強
い
調
子
で
責
め
ら
れ

て
い
る
機
会
を
捉
え
て
本
多
陽
子
に
直
接
そ
の
気
持
ち
を
伝
え
よ
う
と
し
た
の

に
、
凜
が
同
調
し
な
か
っ
た
の
で
納
得
が
い
か
な
い
様
子
。

エ　

本
多
陽
子
か
ら
一
方
的
に
責
め
ら
れ
て
い
る
凜
に
同
情
し
て
本
多
陽
子
の
き
つ

い
言
い
方
を
と
が
め
て
い
る
の
に
、
友
人
と
し
て
の
自
分
の
思
い
や
り
に
気
付
か

ず
、
逆
に
本
多
陽
子
を
か
ば
う
凜
に
が
っ
か
り
す
る
様
子
。
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〔
問
６
〕　

本
文
中
の
二
重
傍
線
の
箇
所
は
、
凜
が
本
多
陽
子
に
謝
っ
て
い
る
表
現
で

あ
る
が
、
謝
っ
て
い
る
の
は
、
凜
が
そ
れ
ま
で
自
分
で
は
気
付
か
な
か
っ
た

こ
と
に
気
付
い
た
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
凜
は
自
分
に
つ
い
て
ど
の
よ
う

な
こ
と
に
気
付
い
た
の
か
。
解
答
欄
の
「
～
こ
と
に
気
付
い
た
。」
に
続
く

形
で
七
十
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、
、
や
。
や
「
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と

数
え
よ
。

〔
問
７
〕　

本
多
陽
子
と
の
話
の
後
、
凜
に
は
ど
の
よ
う
な
行
動
の
変
化
が
見
ら
れ
た

か
。
七
十
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、
、
や
。
や
「
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と

数
え
よ
。

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
。）

　

マ
メ
コ
ガ
ネ
は
、
光
沢
の
あ
る
茶
色
の
背
中
（
羽
）
が
、
や
は
り
メ
タ
リ
ッ
ク
の

緑
色
に
縁
取
ら
れ
た
、
大
人
の
爪
ほ
ど
の
コ
ガ
ネ
ム
シ
で
す
。
何
よ
り
魅
惑
的
な
の

は
そ
の
ポ
ー
ズ
で
、
前
か
ら
三
対
目
の
脚
は
、
大
き
く
上
に
持
ち
上
げ
ら
れ
た
り
、

横
に
ま
っ
す
ぐ
突
き
出
さ
れ
た
り
し
て
い
る
の
で
す
。
前
二
対
の
脚
で
、
葉
や
、
他

の
マ
メ
コ
ガ
ネ
の
背
中
に
し
が
み
つ
き
な
が
ら
、
後
ろ
の
脚
は
し
っ
か
り
と
、
華
麗

な
ポ
ー
ズ
を
キ
メ
て
い
る
。

　

マ
メ
コ
ガ
ネ
は
出で

初ぞ
め

式し
き

を
や
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
の
で
す
。江
戸
の
火
消
し
は
、

い＊
な
せ
さ
と
度
胸
を
示
す
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
、
そ
れ
に
訓
練
を
兼
ね
備
え
た
形
で
、

出
初
式
を
や
っ
て
い
た
の
で
し
ょ
う
。
何
よ
り
そ
れ
は
人
に
見
せ
る
も
の
だ
っ
た
は

ず
で
す
。
マ
メ
コ
ガ
ネ
の
出
初
式
は
、
誰
も
見
る
も
の
が
い
な
い
。
抜
け
る
よ
う
な

青
空
の
も
と
、
暴
力
的
な
緑
の
繁
茂
の
上
で
、
誰
に
見
せ
る
で
も
な
く
、
い
つ
ま
で

も
自
慢
の
ポ
ー
ズ
を
キ
メ
続
け
て
い
る
。
い
や
私
だ
け
が
、
そ
れ
を
じ
っ
と
見
て
い

た
の
で
し
た
。
出
初
式
を
真ま

似ね

す
る
マ
メ
コ
ガ
ネ
、
だ
か
ら
そ
れ
は
い
つ
も
、
マ
ネ

コ
ガ
ネ
だ
っ
た
の
で
す
。

　

さ
て
、
世
界
に
対
す
る
対
処
の
仕
方
は
、
三
つ
に
大
別
さ
れ
る
で
し
ょ
う
。
人
工

知
能
の
対
処
の
仕
方
、
自
然
知
能
の
対
処
の
仕
方
、
天
然
知
能
の
対
処
の
仕
方
で
す
。

こ
れ
を
、
身
近
な
虫
や
魚
に
対
す
る
向
き
合
い
方
に
お
い
て
考
え
て
み
ま
す
。

　

第
一
に
、
人
工
知
能
で
す
。
食
べ
る
た
め
と
か
、
害
虫
と
し
て
駆
除
す
る
と
か
、

自
分
に
と
っ
て
の
用
途
、
評
価
が
明
確
に
規
定
さ
れ
、
そ
の
上
で
対
処
す
る
と
い
う

向
き
合
い
方
が
、
人
工
知
能
の
対
処
に
相
当
し
ま
す
。
そ
れ
は
一
昔
前
の
日
本
で
は

よ
く
見
ら
れ
た
風
景
の
一
部
で
あ
り
、
む
し
ろ
動
物
的
な
気
さ
え
し
て
、
未
来
的
な

3
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人
工
知
能
と
は
ソ
リ
が
合
わ
な
い
よ
う
に
も
思
え
ま
す
。
し
か
し
私
は
こ
れ
を
、
人

工
知
能
の
思
考
様
式
に
対
応
さ
せ
た
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
自
分
に

と
っ
て
有
益
か
有
害
か
を
決
め
、
そ
の
評
価
の
み
で
自
分
の
世
界
に
帰
属
さ
せ
る
か

（
食
べ
て
取
り
込
む
、
益
虫
と
し
て
利
用
す
る
か
）、
有
害
な
も
の
と
し
て
排
除
す
る

か
（
有
毒
な
も
の
を
無
視
す
る
、
害
虫
と
し
て
駆
除
す
る
か
）、
い
ず
れ
か
に
決
め
、

自
分
に
と
っ
て
の
世
界
を
広
げ
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

　

第
二
に
、
自
然
知
能
で
す
。
こ
こ
で
は
、
自
然
科
学
が
規
定
す
る
知
能
と
い
う
意

味
で
、
自
然
知
能
と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
。
自
然
知
能
と
い
う
言
い
方
は
、
様
々

あ
り
ま
す
が
、
本
書
で
言
う
自
然
知
能
と
は
、
自
然
科
学
的
思
考
一
般
の
事
で
す
。

昆
虫
少
年
の
思
考
様
式
が
、
自
然
知
能
の
対
処
の
典
型
と
な
り
ま
す
。
自
然
知
能
に

従
う
昆
虫
少
年
は
、
世
界
を
理
解
す
る
た
め
に
、
博＊

物
学
的
、
分＊

類
学
的
興
味
か
ら

虫
や
魚
に
対
処
し
て
い
き
ま
す
。
学
名
は
無
理
と
し
て
も
、
正
式
な
和
名
を
覚
え
、

捕
虫
網
を
持
っ
て
昆
虫
採
集
し
、
毒
瓶
で
虫
を
殺
し
て
標
本
を
作
る
。
こ
う
し
て
世

界
に
対
す
る
知
識
を
蓄
積
し
て
い
く
。
こ
れ
が
自
然
知
能
で
す
。

　

第
三
に
天
然
知
能
で
す
。
第
一
の
人
工
知
能
が
「
自
分
に
と
っ
て
の
」
知
識
世
界

を
構
築
す
る
対
処
、
第
二
の
自
然
知
能
が
「
世
界
に
と
っ
て
の
」
知
識
世
界
を
構
築

す
る
対
処
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
天
然
知
能
は
た
だ
世
界
を
、
受
け
容い

れ
る
だ
け
で

す
。
誰
に
と
っ
て
の
も
の
で
も
な
く
、
知
識
で
す
ら
な
い
。
或あ

る
場
合
に
は
評
価
を

す
る
こ
と
が
あ
っ
て
も
、別
の
場
合
に
は
一
切
無
意
味
で
あ
る
も
の
も
受
け
容
れ
る
。

評
価
軸
が
定
ま
っ
て
お
ら
ず
、
場
当
た
り
的
、
恣＊

意
的
で
、
そ
の
都
度
知
覚
し
た
り
、

知
覚
し
な
か
っ
た
り
。
こ
れ
が
天
然
知
能
で
す
。

 

⑴
子
供
の
頃
、
ド
ブ
川
で
ナ
マ
ズ
を
捕
っ
て
い
た
私
は
、
天
然
知
能
で
し
た
。 

近
所

に
は
里
山
が
広
が
り
、
草
深
い
土
手
に
区
切
ら
れ
た
用
水
路
で
、
フ
ナ
や
ド
ジ
ョ
ウ

を
捕
っ
て
い
た
私
は
、
食
べ
る
た
め
で
も
、
博
物
学
的
興
味
か
ら
で
も
な
く
、
た
だ

魚
を
捕
り
、
し
ば
ら
く
飼
っ
て
は
、
近
く
の
沼
に
逃に
が

し
に
行
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の

地
方
で
は
梅
雨
の
終
わ
り
に
大
雨
が
降
り
、近
隣
の
沼
に
棲せ

い

息そ
く

す
る
大
型
の
ナ
マ
ズ
、

ラ
イ
ギ
ョ
、
五
十
セ
ン
チ
に
は
な
る
だ
ろ
う
、
コ
イ
が
、
近
所
の
、
江
戸
時
代
に
作

ら
れ
た
堀
に
流
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

大
雨
の
翌
日
は
決
ま
っ
て
快
晴
で
、
水
の
引
い
た
堀
の
淀よ

ど

み
に
、
ナ
マ
ズ
や
コ
イ

が
、
背
び
れ
を
見
せ
な
が
ら
潜
ん
で
い
ま
し
た
。
そ
れ
を
小
さ
な
タ
モ
網
で
掬す

く

い
上

げ
る
こ
と
の
無
上
の
喜
び
。
堀
の
上
か
ら
冷
や
か
す
大
人
の
声
も
気
に
せ
ず
、
当
時

は
自
転
車
さ
え
捨
て
ら
れ
て
い
た
堀
の
中
で
、
た
だ
魚
を
捕
り
続
け
ま
し
た
。
帰
宅

す
る
と
タ
ラ
イ
に
魚
を
放
し
、
そ
の
背
中
を
ひ
た
す
ら
眺
め
ま
し
た
。

　

自
然
知
能
は
、
博
物
学
的
に
魚
を
同＊

定
し
よ
う
と
し
ま
す
か
ら
、
ナ
マ
ズ
や
コ
イ

の
イ
メ
ー
ジ
は
常
に
図
鑑
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
横
か
ら
見
た
イ
メ
ー
ジ
に
な
り
ま

す
。
人
工
知
能
で
は
、
自
ら
の
経
験
が
作
り
出
し
た
用
途
で
イ
メ
ー
ジ
が
決
ま
り
ま

す
。
食
べ
物
と
し
て
利
用
す
る
と
き
、
ナ
マ
ズ
や
コ
イ
は
三
枚
お
ろ
し
や
切
り
身
で

あ
り
、イ
ン
テ
リ
ア
と
し
て
利
用
す
る
と
き
に
は
、水
槽
の
中
で
水
草
と
一
体
に
な
っ

た
イ
メ
ー
ジ
と
な
り
、
そ
の
都
度
、
そ
れ
以
上
で
も
そ
れ
以
下
で
も
な
い
イ
メ
ー
ジ

が
確
定
し
ま
す
。

　

天
然
知
能
が
見
る
ナ
マ
ズ
や
コ
イ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
水
面
か
ら
見
る
影
で
あ
り
背

中
で
す
。そ
れ
は
常
に
上
か
ら
見
た
黒
々
と
し
た
流
線
型
で
、奥
の
暗
が
り
か
ら
フ
ッ

と
現
れ
、
ま
た
奥
へ
と
消
え
て
行
っ
て
は
、
天
然
知
能
を
興
奮
さ
せ
ま
す
。
天
然
知

能
は
、
自
分
に
は
見
え
な
い
暗
が
り
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
わ
か
る
は
ず
も
な
い

向
こ
う
側
か
ら
や
っ
て
く
る
も
の
、
向
こ
う
側
へ
行
く
も
の
に
興
奮
す
る
の
で
す
。

魚
が
向
こ
う
側
と
の
接
点
で
あ
る
と
き
、
自
然
の
中
で
生
き
て
い
る
姿
を
見
る
し
か
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な
い
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
、
水
中
の
魚
を
、
上
か
ら
見
る
し
か
な
い
の
で
す
。

　

向
こ
う
側
は
、
他
人
に
聞
い
て
も
誰
に
も
わ
か
り
ま
せ
ん
。
客
観
的
に
意
味
の
な

い
も
の
で
す
。
だ
か
ら
自
然
知
能
は
無
視
し
ま
す
。
自
然
知
能
は
、
問
題
や
謎
と
し

て
知
覚
さ
れ
た
も
の
だ
け
に
興
奮
す
る
の
で
す
。
人
工
知
能
は
、
知
覚
で
き
た
デ
ー

タ
だ
け
を
問
題
に
し
ま
す
か
ら
、
ま
ず
は
デ
ー
タ
を
見
せ
て
く
れ
、
と
言
う
で
し
ょ

う
。
見
え
な
い
も
の
に
興
奮
す
る
の
は
、
天
然
知
能
だ
け
の
特
権
な
の
で
す
。

 

⑵
マ
メ
コ
ガ
ネ
に
対
し
て
三
つ
の
知
能
は
ど
う
反
応
す
る
で
し
ょ
う
か
。 

人
工
知
能

は
、
こ
の
甲
虫
が
マ
メ
や
ブ
ド
ウ
に
対
す
る
害
虫
と
な
り
得
る
も
の
の
、
日
本
で
は

海
外
ほ
ど
暴
走
し
な
い
、
だ
か
ら
自
分
の
畑
も
さ
ほ
ど
荒
ら
さ
な
い
、
そ
の
程
度
の

害
虫
と
判
断
す
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
一
つ
の
人
工
知
能
の
判
断
で
、

別
の
経
験
を
持
っ
た
人
工
知
能
は
、
別
の
判
断
を
す
る
は
ず
で
す
。
色
の
綺き

麗れ
い

な
も

の
は
何
で
も
収
集
す
る
人
工
知
能
な
ら
、
マ
メ
コ
ガ
ネ
の
羽
を
自
分
の
コ
レ
ク
シ
ョ

ン
に
収
め
る
べ
き
、
と
判
断
す
る
で
し
ょ
う
。
人
工
知
能
に
共
通
す
る
の
は
、
自
ら

の
経
験
に
よ
っ
て
鍛
え
あ
げ
ら
れ
た
一＊

元
的
価
値
観
で
、
全
て
の
知
覚
さ
れ
た
も
の

を
評
価
す
る
と
い
う
点
で
す
。
そ
れ
は
一
般
的
に
は
、
自
ら
に
と
っ
て
有
益
か
有
害

か
、
と
い
う
判
断
に
帰
着
す
る
と
考
え
て
い
い
で
し
ょ
う
。

　

自
然
知
能
は
、
目
の
前
の
甲
虫
が
マ
メ
コ
ガ
ネ
で
あ
る
こ
と
の
確
認
に
躍
起
に
な

る
で
し
ょ
う
。
腹
部
を
覆
う
羽
は
茶
色
で
メ
タ
リ
ッ
ク
グ
リ
ー
ン
に
縁
取
ら
れ
て
い

ま
す
が
、
頭
部
と
胸
部
も
緑
色
。
腹
は
焦
げ
茶
色
で
す
が
白
い
毛
が
た
く
さ
ん
生
え

て
い
ま
す
。
こ
う
い
っ
た
分
類
上
の
基
準
を
満
た
す
か
否い

な

か
で
、
マ
メ
コ
ガ
ネ
か
否

か
判
定
さ
れ
ま
す
。
目
の
前
の
甲
虫
が
マ
メ
コ
ガ
ネ
で
あ
っ
た
な
ら
、
世
界
に
関
す

る
知
識
は
再
確
認
さ
れ
ま
す
が
、
そ
う
で
な
い
場
合
、
新
種
の
可
能
性
さ
え
出
て
く

る
。
こ
う
し
て
マ
メ
コ
ガ
ネ
は
、
世
界
に
と
っ
て
の
知
識
に
寄
与
す
る
材
料
と
な
る

の
で
す
。

　

天
然
知
能
は
、
目
の
前
の
甲
虫
を
見
て
、
知
識
と
し
て
マ
メ
コ
ガ
ネ
か
も
し
れ
な

い
と
思
い
な
が
ら
、
マ
メ
コ
ガ
ネ
が
、
自
分
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た

点
に
興
奮
し
ま
す
。
マ
メ
コ
ガ
ネ
は
、
自
分
の
知
ら
な
い
こ
と
を
担か
つ

い
で
き
た
に
違

い
な
い
。
出
初
式
も
そ
の
一
つ
で
す
。
天
然
知
能
は
、
マ
メ
コ
ガ
ネ
と
自
分
の
出
会

い
の
中
に
、
自
分
の
知
ら
な
い
向
こ
う
側
か
ら
、
何
か
が
や
っ
て
く
る
こ
と
を
感
じ

る
の
で
す
。

　

世
界
の
真
理
と
し
て
の
自
然
知
能
、
個
の
経
験
に
依＊

拠
し
た
素
早
い
判
断
で
あ
る

人
工
知
能
。
こ
れ
ら
に
対
し
て
、
天
然
知
能
に
は
、「
て
ん
ね
ん
」
と
い
う
音
の
感

じ
か
ら
も
、
論
理
的
で
は
な
い
、
愚＊

直
な
感
じ
が
あ
り
ま
す
が
、
し
か
し
同
時
に
、

底
抜
け
に
明
る
い
、
楽
天
的
な
、
生
き
る
こ
と
へ
の
無
条
件
の
肯
定
が
感
じ
ら
れ
ま

す
。
論
理
的
に
評
価
し
、
判
断
す
る
能
力
と
し
て
は
、
低
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
天
然
知
能
は
、
自
分
が
自
分
ら
し
く
あ
る
こ
と
を
、
肯
定
で
き
る
、
唯
一
の
知
性

な
の
で
す
。

　

人
工
知
能
や
自
然
知
能
に
は
創
造
性
が
な
く
、
天
然
知
能
だ
け
が
創
造
性
を
持
つ

の
で
す
。
な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
人
工
知
能
や
自
然
知
能
は
、
知
覚
し

た
も
の
だ
け
を
自
分
の
世
界
に
取
り
込
み
、
知
覚
で
き
な
い
も
の
の
存
在
を
許
容
で

き
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
外
部
を
取
り
込
み
、世
界
を
刷
新
す
る
能
力
が
な
い
の
で
す
。

天
然
知
能
は
、
知
覚
で
き
な
い
も
の
の
存
在
を
感
じ
、
そ
れ
を
取
り
込
も
う
と
待
ち

構
え
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
天
然
知
能
は
、
自
ら
の
世
界
の
成
立
基
盤
を
変
え
て
し

ま
う
の
で
す
。

　

人
工
知
能
と
人
間
に
、何
か
題
材
を
決
め
て
絵
画
を
制
作
さ
せ
、一
般
に
ア
ン
ケ
ー

ト
を
取
っ
て
ど
ち
ら
が
い
い
か
選
ん
で
も
ら
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
創
造
性
を
評
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価
し
よ
う
も
の
な
ら
、
人
工
知
能
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
、
一
般
の
人
が
い
い
と
感
じ
る

絵
画
の
傾
向
を
学
習
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
、
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
で
勝
つ
限
り
で
の
、

人
間
が
描
い
た
よ
り
ず
っ
と
「
創
造
的
な
」
絵
画
を
描
け
る
で
し
ょ
う
。
優
劣
は
、

優
劣
の
基
準
を
決
め
な
い
限
り
、
存
在
し
な
い
の
で
す
。
逆
に
決
め
た
が
最
後
、
人

工
知
能
の
一
人
勝
ち
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
創
造
性
は
、
外
部
か
ら
勝
手
に
評
価
基
準
を
与
え
た
、
擬
似
的
創
造

性
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
当
事
者
に
と
っ
て
は
何
の
意
味
も
な
い
。⑶
多
く
の
人
が
投
票

に
よ
っ
て
「
創
造
的
」
と
考
え
る
作
品
は
、
そ
れ
を
制
作
し
た
当
事
者
に
と
っ
て
、

創
造
的
で
は
な
い
の
で
す
。 

人
工
知
能
や
自
然
知
能
は
、
だ
か
ら
、
創
造
性
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

天
然
知
能
だ
け
が
、「
創
造
を
楽
し
む
」
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。

（
郡
司
ペ
ギ
オ
幸
夫
「
天
然
知
能
」
に
よ
る
）　

　
〔
注
〕　

い
な
せ 

―
― 

粋
で
威
勢
が
よ
く
、
さ
っ
ぱ
り
と
し
て
い
る
さ
ま
。

　
　
　
　

博
物
学 

― 

― 

自
然
物
、
つ
ま
り
動
物
・
植
物
・
鉱
物
の
種
類
・
性
質
・

分
布
な
ど
の
記
載
と
そ
の
整
理
分
類
を
す
る
学
問
。

　
　
　
　

分
類
学 

― 

― 

生
物
界
を
一
定
の
規
則
に
従
っ
て
、
い
く
つ
か
の
段
階
に

ま
と
め
て
整
理
し
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
係
や
系
統
分
化
な
ど

を
研
究
す
る
学
問
。

　
　
　
　

恣
意
的 

―
― 

そ
の
時
々
の
思
い
つ
き
で
物
事
を
判
断
す
る
さ
ま
。

　
　
　
　

同
定 

―
― 

生
物
の
分
類
学
上
の
所
属
・
名
称
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

一
元
的 

―
― 

一
つ
の
中
心
に
よ
っ
て
世
界
が
統
一
さ
れ
て
い
る
さ
ま
。

　
　
　
　

依
拠 

―
― 

よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
　

愚
直 

―
― 

正
直
す
ぎ
て
気
の
き
か
な
い
こ
と
。

〔
問
１
〕  ⑴
子
供
の
頃
、
ド
ブ
川
で
ナ
マ
ズ
を
捕
っ
て
い
た
私
は
、
天
然
知
能
で
し
た
。

と
あ
る
が
、「
子
供
の
頃
」
に
「
天
然
知
能
」
で
あ
っ
た
筆
者
に
と
っ
て
、「
ド

ブ
川
の
ナ
マ
ズ
」
は
、
ど
の
よ
う
な
意
味
を
も
っ
た
存
在
だ
っ
た
と
述
べ
ら

れ
て
い
る
か
。
本
文
中
か
ら
八
字
で
抜
き
出
せ
。
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〔
問
２
〕  ⑵
マ
メ
コ
ガ
ネ
に
対
し
て
三
つ
の
知
能
は
ど
う
反
応
す
る
で
し
ょ
う
か
。 

と

あ
る
が
、
次
の
①
～
⑤
の
反
応
例
は
そ
れ
ぞ
れ
、
Ａ
人
工
知
能
、
Ｂ
自
然
知

能
、
Ｃ
天
然
知
能
の
ど
の
知
能
の
反
応
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
。
そ
の
組
み
合

わ
せ
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

①　

そ
の
甲
虫
の
羽
の
色
や
形
状
を
確
認
し
、
そ
れ
が
マ
メ
コ
ガ
ネ
で
あ
る
か
ど
う

か
確
認
し
よ
う
と
し
、
そ
う
で
な
い
場
合
は
新
種
で
あ
る
可
能
性
を
検
討
す
る
。

②　

そ
の
甲
虫
が
害
虫
と
な
る
か
ど
う
か
、
害
虫
と
な
る
場
合
に
は
ど
の
程
度
の
被

害
を
も
た
ら
す
か
、
判
定
す
る
。

③　

そ
の
甲
虫
が
マ
メ
コ
ガ
ネ
か
も
し
れ
な
い
と
思
い
な
が
ら
も
、
そ
の
甲
虫
が
自

分
の
知
ら
な
い
と
こ
ろ
か
ら
や
っ
て
き
た
こ
と
に
興
奮
す
る
。

④　

そ
の
甲
虫
が
前
か
ら
三
対
目
の
脚
を
大
き
く
持
ち
上
げ
て
い
る
様
子
を
、
出
初

式
の
ポ
ー
ズ
を
と
っ
て
い
る
と
思
っ
て
じ
っ
と
見
つ
め
る
。

⑤　

色
の
き
れ
い
な
も
の
を
収
集
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
甲
虫
の
羽
の
色
を
見
て
、

自
分
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
収
め
る
べ
き
か
、
決
定
す
る
。

ア　

Ａ　

②　
　
　

Ｂ　

①　
　
　

Ｃ　

③
と
④
と
⑤

イ　

Ａ　

②
と
⑤　

Ｂ　

①　
　
　

Ｃ　

③
と
④

ウ　

Ａ　

①
と
②　

Ｂ　

⑤　
　
　

Ｃ　

③
と
④

エ　

Ａ　

②
と
⑤　

Ｂ　

①
と
③　

Ｃ　

④

〔
問
３
〕  ⑶
多
く
の
人
が
投
票
に
よ
っ
て
「
創
造
的
」
と
考
え
る
作
品
は
、
そ
れ
を
制

作
し
た
当
事
者
に
と
っ
て
、
創
造
的
で
は
な
い
の
で
す
。 

と
あ
る
が
、
そ
れ

は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も
適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

そ
れ
ま
で
の
自
分
に
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
何
か
を
創
ろ
う
と
す
る
こ
と
が

「
創
造
」
な
の
に
、
投
票
し
た
数
の
多
さ
に
よ
り
「
創
造
的
」
と
さ
れ
る
作
品
は
、

多
く
の
人
の
中
に
存
在
し
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
を
外
に
出
し
て
形
に
し
た
も
の
に
過

ぎ
な
い
か
ら
。

イ　

自
分
以
外
の
誰
に
も
な
い
個
性
を
自
分
の
中
に
見
出
し
て
ゆ
く
こ
と
が
「
創

造
」
で
あ
る
の
に
、
不
特
定
多
数
の
人
々
の
「
創
造
性
」
を
優
先
さ
せ
て
制
作
し

た
作
品
に
は
、
制
作
者
が
そ
れ
ま
で
育
ん
で
き
た
個
性
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
な
い
か
ら
。

ウ　

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
傾
向
を
反
映
し
て
制
作
さ
れ
た
作
品
は
、
世
間
の
多
く
の

の
人
々
が
考
え
る
「
創
造
性
」
を
備
え
て
は
い
る
が
、
そ
の
「
創
造
性
」
は
そ
れ

を
学
習
し
た
人
工
知
能
に
よ
っ
て
即
座
に
乗
り
越
え
ら
れ
て
し
ま
う
性
質
の
も
の

だ
か
ら
。

エ　

あ
る
優
劣
の
基
準
を
設
定
し
た
上
で
制
作
さ
れ
た
作
品
は
、
そ
の
基
準
が
そ
の

時
代
の
多
く
の
人
々
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る
間
は
評
価
さ
れ
て
い
る
が
、
優
劣
の

基
準
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
と
「
創
造
的
」
な
作
品
と
は
見
な
さ
れ
な
く
な
っ
て
し

ま
う
か
ら
。
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〔
問
４
〕　

人
工
知
能
の
特
徴
を
説
明
し
た
も
の
の
う
ち
、
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の

う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

客
観
的
に
評
価
で
き
る
も
の
だ
け
を
対
象
と
す
る
こ
と
。

イ　

評
価
に
先
立
っ
て
問
題
に
対
処
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

ウ　

関
心
を
寄
せ
る
対
象
へ
の
評
価
の
基
準
が
多
様
で
あ
る
こ
と
。

エ　

個
別
の
経
験
に
よ
っ
て
評
価
・
判
断
し
よ
う
と
す
る
こ
と
。

〔
問
５
〕　

人
工
知
能
と
自
然
知
能
と
の
相
違
点
を
「
知
覚
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
、

六
十
五
字
以
内
で
書
け
。
な
お
、
、
や
。
や
「
な
ど
も
そ
れ
ぞ
れ
一
字
と
数

え
よ
。

〔
問
６
〕　

天
然
知
能
の
特
徴
を
説
明
し
た
も
の
の
う
ち
、
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の

う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

創
造
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
を
受
け
容
れ
た
り
受
け
容
れ
な
か
っ
た

り
す
る
も
の
。

イ　

知
覚
で
き
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
知
覚
で
き
な
い
場
合
に
も
世
界
を
受
け
容
れ

よ
う
と
す
る
も
の
。

ウ　

知
覚
で
き
る
場
合
に
は
世
界
を
受
け
容
れ
、
知
覚
で
き
な
い
場
合
に
は
世
界
を

受
け
容
れ
よ
う
と
し
な
い
も
の
。

エ　

客
観
的
に
意
味
の
あ
る
知
識
だ
け
を
受
け
容
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
中
に
も
創

造
性
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
。
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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
。）

　

古
典
和
歌
の
重
要
な
レ＊

ト
リ
ッ
ク
の
一
つ
に
「
見
立
て
」
が
あ
り
ま
す
。「
見
立

て
る
」
と
い
う
動
詞
は
「
そ
の
も
の
と
み
な
す
、
な
ぞ
ら
え
る
」
と
い
う
意
味
を
持

ち
ま
す
。
和
歌
に
お
け
る
「
見
立
て
」
の
典
型
的
な
例
と
い
え
る
の
は
、
た
と
え
ば

次
の
よ
う
な
歌
で
す
。

　

Ａ　

み
吉
野
の
山
辺
に
咲
け
る
桜
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る　

紀き
の

友と
も

則の
り

（
古
今
集
・
春
上
）　

訳　

�

吉
野
山
の
あ
た
り
に
咲
い
て
い
る
桜
の
花
は
、
ま
る
で
雪
か
と
ば
か
り
に
見
ま
ち

が
わ
れ
る
こ
と
だ
。

Ａ
は
「
古
今
和
歌
集
」
の
撰せ

ん

者じ
ゃ

（
和
歌
を
編へ

ん

纂さ
ん

し
た
人
）の
一
人
で
あ
る
紀
友
則
の

歌
で
す
。「
み
吉
野
の
山
」は
大
和
国（
現
在
の
奈
良
県
）吉
野
郡
一
帯
の
山
の
こ
と
。

「
み
」
は
吉
野
と
い
う
地
名
を
誉ほ

め
る
美＊
称
で
す
。
季
節
は
春
。
吉
野
山
は
い
ま
、

桜
の
花
ざ
か
り
を
迎
え
て
い
ま
す
。
そ
の
風
景
を
遠
く
か
ら
眺
め
て
、「
吉
野
山
の

桜
は
、
ま
る
で
真
っ
白
な
雪
か
と
錯
覚
し
て
し
ま
う
ほ
ど
に
美
し
い
こ
と
だ
な
あ
」

と
感
嘆
し
た
の
が
Ａ
の
歌
で
す
。
山
肌
を
覆
い
尽
く
す
か
の
よ
う
に
咲
い
て
い
る

「
桜
」（
こ
れ
を「
ⓐ
」と
し
ま
し
ょ
う
）の
美
し
さ
が
、そ
こ
に
は
存
在
し
な
い「
雪
」

（
こ
れ
を
「
ⓑ
」
と
し
ま
し
ょ
う
）に
た
と
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
と
表

現
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
歌
を
「
ⓐ
と
ⓑ
の
見
立
て
」
の
歌
と
呼
び
ま
す
。

現
代
の
私
た
ち
も
、
散
る
桜
を
雪
に
た
と
え
た
「
花
吹
雪
」
と
い
う
こ
と
ば
を
持
っ

〔
問
７
〕　

本
文
の
論
の
展
開
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
の
う
ち
、最
も
適
切
な
の
は
、

次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

筆
者
の
子
供
時
代
の
経
験
か
ら
話
を
起
こ
し
、
そ
の
中
に
三
つ
の
知
能
が
既
に

現
れ
て
い
た
と
述
べ
、
次
い
で
三
つ
の
知
能
の
特
質
を
整
理
し
て
提
示
し
、
三
つ

の
知
能
が
今
後
ど
の
よ
う
に
変
化
し
て
い
く
か
を
予
測
し
て
論
を
結
ん
で
い
る
。

イ　

筆
者
の
子
供
時
代
の
経
験
を
導
入
と
し
、
三
つ
の
知
能
を
比
較
し
て
そ
れ
ぞ
れ

の
相
違
性
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
親
し
み
や
す
い
例
の
中
で
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の

検
討
を
積
み
重
ね
る
こ
と
で
、
三
つ
の
知
能
の
共
通
性
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

ウ　

筆
者
の
子
供
時
代
の
経
験
か
ら
話
を
起
こ
し
、
三
つ
の
知
能
を
あ
る
共
通
す
る

観
点
か
ら
整
理
し
た
後
、
親
し
み
や
す
い
例
の
中
で
三
つ
の
知
能
に
つ
い
て
検
討

を
深
め
て
い
く
こ
と
で
、
筆
者
の
論
を
読
者
に
理
解
さ
れ
や
す
く
し
て
い
る
。

エ　

筆
者
の
子
供
時
代
の
経
験
を
導
入
と
し
、
共
通
の
条
件
を
設
定
し
て
三
つ
の
知

能
の
振
る
舞
い
を
予
測
し
た
後
、
そ
の
予
測
を
実
際
に
検
証
す
る
と
い
う
過
程
を

繰
り
返
し
な
が
ら
、三
つ
の
知
能
の
特
質
を
読
者
に
分
か
り
や
す
く
伝
え
て
い
る
。

4
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て
い
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
ば
の
中
に
は
、
古
典
和
歌
以
来
の
美
意
識
が
継
承
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
「
見
立
て
」
は
比
喩
の
一
種
で
す
が
、
ⓐ
と
ⓑ
に
あ
た
る
も
の
が
い
ず
れ
も
、
目

で
見
、
手
で
触
れ
る
こ
と
の
で
き
る
「
物
」
で
あ
る
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

た
と
え
ば
「
恋
す
る
心
」
の
よ
う
な
形
の①
な
い
も
の
を
「
炎
」
に
た
と
え
る
と
い
っ

た
表
現
は
、「
見
立
て
」
の
仲
間
に
は
入
り
ま
せ
ん
。「
見
立
て
」
と
は
、
そ
こ
に
存

在
す
る
「
物（
＝
ⓐ
）」
の
あ
る
一
面
を
、存
在
し②
な
い
別
の
「
物（
＝
ⓑ
）」
の
イ
メ
ー

ジ
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
際き

わ

立だ

た
せ
る
表
現
技
法
で
す
。
そ
し
て
ⓐ
と
ⓑ
と

を
結
び
つ
け
る
鍵
と
な
る
の
は
、
多
く
の
場
合
、
目
で
見
た
時
に
似
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
視
覚
的
な
類
似
で
す
。
Ａ
の
歌
で
し
た
ら
、「
桜
」
と
「
雪
」
と
が
、「
白
さ
」

と
い
う
色
の
類
似
性
を
鍵
と
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
を

踏
ま
え
て
「
見
立
て
」
を
定
義
す
る
と
、
少
し
理
屈
っ
ぽ
い
言
い
方
で
す
が
、
次
の

よ
う
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
　

 

見
立
て
と
は
、
視
覚
的
な
印
象
を
中
心
と
す
る
知
覚
上
の
類
似
に
基
づ
い
て
、

　

Ⅰ　

 

レ
ト
リ
ッ
ク
で
あ
る
。

こ
の
定
義
の
中
で
「
視
覚
的
な
印
象
を
中
心
と
す
る
知
覚
上
の
類
似
」
と
い
う
、
ま

わ
り
く
ど
い
言
い
方
を
し
た
の
は
、
ご
く
少
数
で
す
が
、
耳
で
聴
い
た
時
に
似
て
い

る
こ
と
、
つ
ま
り
聴
覚
的
な
類
似
を
取
り
上
げ
る
歌
も
存
在
す
る
か
ら
で
す
。
古
典

和
歌
の
中
に
は
、
た
と
え
ば
「
松
風
を
琴
の
音
と
聴
く
」「
紅
葉
の
散
る
音
を
雨
音

と
聴
く
」
と
い
っ
た
歌
が
あ
り
ま
す
。
現
代
の
私
た
ち
に
は
、
少
し
わ
か
り
に
く
い

感
じ
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

と
こ
ろ
で
、
Ａ
の
歌
の
中
で
「
見
立
て
」
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
ら
れ
た
「
桜
」
と

「
雪
」
は
、
本
当
に
似
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
桜
は
春
に
地
上
で
花
開
く
植
物
で 

す
。
い
っ
ぽ
う
雪
は
気
象
現
象
の
一
つ
で
、
季
節
は
冬
に
属
し
て
い
ま
す
。
こ
の
二

つ
は
ま
っ
た
く
別
の
も
の
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
本
当
は
似
て
い③
な
い
二
つ
の

も
の
を
、「
白
さ
」
と
い
う
印
象
深
い
た
っ
た
一
つ
の
類
似
性
に
よ
っ
て
、
半
ば
強

引
に
結
び
つ
け
て
し
ま
う
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
相
違
点
は
す
べ
て
捨
て

て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
な
潔

い
さ
ぎ
よ

い
ほ
ど
の 　

Ⅱ　

 

と
が
、「
見
立
て
」
と
い
う
レ

ト
リ
ッ
ク
の
命
で
す
。「
見
立
て
」に
は
発
見
的＊
思し

惟い

と
驚
き
が
と
も
な
っ
て
い
ま
す
。

「
見
立
て
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
何
気
な
く
見
て
い
た
も
の
の
中
か
ら
、

思
い
が
け④
な
い
本
質
が
立
ち
現あ

ら

わ
れ
て
き
て
、
世
界
が
変
わ
っ
て
感
じ
ら
れ
る
の
で

す
。「
桜
」
は
「
雪
」
よ
り
も
む
し
ろ
同
じ
植
物
で
あ
る
「
梅
」
に
似
て
い
ま
す
が
、

⑴「
桜
」
を
「
梅
」
に
た
と
え
て
も
、あ
ま
り
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
ね
。 「
桜
」
を
「
雪
」

と
見
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
真
っ
白
な
美
し
さ
が
際
立
ち
、
さ
ら
に
は
、

こ
と
ば
の
力
に
よ
っ
て
「
花
ざ
か
り
の
吉
野
山
」
を
「
雪
景
色
」
に
一
変
さ
せ
る
と

い
う
知
的
な
喜
び
が
得
ら
れ
る
の
で
す
。

　

詩
歌
の
歴
史
を
た
ど
る
と
、「
見
立
て
」
は
も
と
も
と
、
漢
詩
文
に
見
ら
れ
る
レ

ト
リ
ッ
ク
で
し
た
。
た
と
え
ば
次
に
挙
げ
る
の
は
、
盛＊

唐
の
詩
人
李り

白は
く

の
有
名
な
詩

の
一
節
で
す
。

　

Ｂ　
⑵

牀し
ょ
う

前ぜ
ん

月
光
を
看み

る
／
疑
ふ
ら
く
は
是こ

れ
地
上
の
霜
か
と

李
白
（「
静
夜
思
」）　

訳
は
「
寝
台
の
前
に
さ
し
こ
ん
だ
月
光
を
見
つ
め
る
、
こ
れ
は
地
上
に
降
り
た
霜
か
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と
疑
わ
れ
る
」と
い
う
も
の
。
秋
の
夜
に
寝
室
に
さ
し
こ
ん
で
い
る
白
い
月
の
光
を
、

ま
る
で
地
上
の
霜
の
よ
う
だ
と
捉
え
て
い
る
、
つ
ま
り
「
月
光
を
霜
に
見
立
て
て
い

る
」
の
で
す
。
万
葉
の
昔
か
ら
、
日
本
人
は
漢
詩
や
漢
文
か
ら
多
く
の
も
の
を
学
び

取
っ
て
、
自
分
た
ち
の
文
学
を
形
成
し
て
き
ま
し
た
。
和
歌
に
お
け
る
「
見
立
て
」

の
先
駆
的
な
例
も
「
万
葉
集
」
の
中
の
男
性
官
人
た
ち
、
つ
ま
り
漢
詩
文
に
習
熟
し

て
い
た
人
々
の
歌
の
中
に
登
場
し
ま
す
。
奈
良
時
代
の
歌
人
で
あ
る
大お

お

友と
も
の

旅た
び

人と

は
、

梅
の
花
を
め
で
る
宴
会
の
席
で
、

　

Ｃ　

わ
が
園
に
梅
の
花
散
る
ひ
さ
か
た
の
天あ

め

よ
り
雪
の
流
れ
来
る
か
も

大
友
旅
人
（
万
葉
集
・
巻
五
）　

と
い
う
歌
を
詠よ

ん
で
い
ま
す
。「
ひ
さ
か
た
の
」
は
「
天
」
に
か
か
る＊

枕ま
く
ら

詞こ
と
ば

。
訳

は
「
私
の
家
の
庭
に
梅
の
花
が
散
っ
て
い
る
。
空
か
ら
雪
が
流
れ
て
き
た
の
か
と
思

わ
れ
る
こ
と
だ
」
と
な
り
ま
す
。「
梅
」
を
「
雪
」
に
見
立
て
て
い
る
の
で
す
。
こ

の
よ
う
な
、
漢
詩
文
由
来
の
表
現
と
発
想
を
摂
取
し
て
日
本
語
の
歌
を
豊
か
な
も
の

に
し
て
い
く
と
い
う
あ
り
方
は
、
和
歌
の
歴
史
全
般
に
通
じ
る
も
の
で
す
。

（
鈴
木
宏
子
ほ
か
「
和
歌
の
ル
ー
ル
」
に
よ
る
）　

　
〔
注
〕　

レ
ト
リ
ッ
ク 

― 

― 

言
葉
を
巧
み
に
用
い
て
美
し
く
効
果
的
に
表
現
す
る

こ
と
、
そ
の
技
術
。

　
　
　
　

美
称 

―
― 

ほ
め
る
意
味
を
も
つ
言
葉
。

　
　
　
　

思し

惟い 

―
― 

も
の
ご
と
を
深
く
論
理
的
に
考
え
る
こ
と
。

　
　
　
　

盛
唐 

―
― 

中
国
文
学
史
上
、
唐
の
時
代
を
四
分
し
た
第
二
期
。

　
　
　

 

枕ま
く
ら

詞こ
と
ば 

― 

― 

和
歌
で
、
あ
る
言
葉
の
上
に
つ
け
て
、
そ
の
言
葉
を
飾
っ

た
り
、
調
子
を
と
と
の
え
た
り
す
る
た
め
に
使
う
言
葉
。

〔
問
１
〕　

本
文
中
の
二
重
傍
線
を
付
け
た
①
～
④
の
「
な
い
」
の
中
で
同
じ
働
き
を

し
て
い
る
「
な
い
」
は
、
次
の
組
み
合
わ
せ
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

①
と
③

イ　

①
と
④

ウ　

②
と
③

エ　

②
と
④
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〔
問
２
〕　

空
欄　

Ⅰ　

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
切
な
の
は
、次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

実
在
す
る
事
物
ⓐ
を
想
像
上
の
事
物
ⓑ
と
み
な
す

イ　

想
像
上
の
事
物
ⓐ
を
実
在
す
る
事
物
ⓑ
と
み
な
す

ウ　

非
実
在
の
事
物
ⓐ
を
実
在
す
る
事
物
ⓑ
と
み
な
す　

エ　

実
在
す
る
事
物
ⓐ
を
非
実
在
の
事
物
ⓑ
と
み
な
す

〔
問
３
〕　

空
欄　

Ⅱ　

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
切
な
の
は
、次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

臨
機
応
変
と
折
衷

イ　

取
捨
選
択
と
誇
張

ウ　

比
較
対
照
と
熟
考

エ　

試
行
錯
誤
と
模
倣

〔
問
４
〕  ⑴「
桜
」
を
「
梅
」
に
た
と
え
て
も
、
あ
ま
り
面
白
く
あ
り
ま
せ
ん
ね
。 

と

あ
る
が
、
筆
者
が
そ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
は
な
ぜ
か
。
次
の
う
ち
か
ら
最
も

適
切
な
も
の
を
選
べ
。

ア　

桜
と
梅
の
よ
う
に
、
多
く
の
類
似
性
を
持
つ
も
の
を
結
び
つ
け
て
も
、
そ
れ
ま

で
見
て
い
た
世
界
を
一
変
さ
せ
る
意
外
性
は
生
じ
な
い
と
感
じ
て
い
る
か
ら
。

イ　

桜
も
梅
も
古
来
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
題
材
で
、
あ
り
ふ
れ
た
題
材
を
取

り
上
げ
て
も
、新
た
な
発
想
の
歌
は
生
ま
れ
る
こ
と
が
な
い
と
感
じ
て
い
る
か
ら
。

ウ　

桜
を
梅
に
た
と
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
花
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
が
混
じ
り
合
っ
て

し
ま
い
、
ど
ち
ら
で
も
な
い
イ
メ
ー
ジ
が
生
じ
て
し
ま
う
と
感
じ
て
い
る
か
ら
。

エ　

桜
も
梅
も
何
気
な
く
見
て
い
る
も
の
な
の
で
、
桜
を
梅
に
た
と
え
て
も
、
そ
れ

に
よ
っ
て
思
い
が
け
な
い
相
違
が
現
れ
る
こ
と
が
な
い
と
感
じ
て
い
る
か
ら
。

〔
問
５
〕  ⑵
牀し

ょ
う

前ぜ
ん

月
光
を
看み

る　

は
、「
牀
前
看
月
光
」
を
書
き
下
し
文
に
改
め
た
も

の
で
あ
る
。傍
線
部
の
読
み
方
に
な
る
よ
う
に
返
り
点
を
付
け
て
い
る
の
は
、

次
の
う
ち
で
は
ど
れ
か
。

ア　

牀　

前
レ  

看
二  

月　

光
一

イ　

牀　

前　

看
レ  

月
レ  

光

ウ　

牀　

前　

看
二  

月　

光
一

エ　

牀　

前　

看
二  

月
レ  

光
一
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〔
問
６
〕　

次
の
ア
～
エ
の
短
歌
の
う
ち
、
筆
者
の
考
え
る
見
立
て
の
歌
に
最
も
近
い

と
考
え
ら
れ
る
も
の
は
ど
れ
か
。

ア　

お
ぼ
え
な
き
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
が
本
棚
の
奥
よ
り
出い

で
来き

本
は
海
原

　

佐
佐
木
幸
綱　

イ　

今
し
ば
し
麦
う
ご
か
し
て
ゐ
る
風
を
追
憶
を
吹
く
風
と
お
も
ひ
し佐

藤
佐
太
郎　

ウ　

自
転
車
の
サ
ド
ル
を
高
く
あ
げ
る
の
が
夏
を
む
か
え
る
準
備
の
す
べ
て穂

村
弘　

エ　

ガ
レ
ー
ジ
へ
ト
ラ
ッ
ク
ひ
と
つ
入
ら
む
と
す
少
し
た
め
ら
ひ
入
り
て
行
き
た
り

齋
藤
茂
吉　

〔
問
７
〕　

本
文
の
内
容
と
合
致
す
る
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
の
は
、
次
の
う
ち
で

は
ど
れ
か
。

ア　

和
歌
に
お
け
る
見
立
て
は
漢
詩
に
お
け
る
見
立
て
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
発
生
し
、

と
も
に
影
響
し
合
っ
て
発
達
し
て
い
る
。

イ　

Ａ
の
歌
と
Ｃ
の
歌
に
お
け
る
見
立
て
は
自
然
の
事
物
同
士
だ
が
、
Ｂ
の
漢
詩
は

自
然
の
事
物
と
人
事
と
を
見
立
て
て
い
る
。

ウ  

雪
を
散
る
桜
に
た
と
え
た
「
花
吹
雪
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
古
典
和
歌
以
来

の
伝
統
的
美
意
識
が
継
承
さ
れ
て
い
る
。

エ　

和
歌
の
中
に
は
、
耳
で
聞
い
た
時
に
似
て
い
る
と
い
う
聴
覚
的
な
類
似
に
注
目

し
て
作
ら
れ
た
も
の
も
存
在
し
て
い
る
。
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