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国
語
総
合 

一 
次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
各
問
に
答
え
な
さ
い
。 

だ
い
ぶ
以
前
に
、
農
学
専
門
の
あ
る
先
生
か
ら
興
味
深
い
話
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。 

そ
の
先
生
が
留
学
し
て
い
た
頃
、
ア
メ
リ
カ
で
人
間
の
動
物
観
を
研
究
す
る
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
あ
っ
た
。
そ
の
や
り
方
は
、
例
え
ば
「
一
番
美
し
い
動
物
は

何
か
」
と
い
っ
た
よ
う
な
質
問
を
並
べ
て
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
重
ね
、
そ
の
答
え
が
年
齢
、
性
別
、
職
業
、
宗
教
、
民
族
な
ど
で
ど
の
よ
う
に
違
う
か
調
べ
る
の
だ
と

い
う
。 

こ
の
こ
と
を
聞
い
て
、
そ
れ
は
面
白
そ
う
だ
か
ら
日
本
で
も
同
じ
よ
う
な
調
査
を
し
よ
う
と
い
う
話
に
な
っ
た
。
う
ま
く
行
け
ば
日
米
比
較
文
化
論
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
。
と
い
う
わ
け
で
さ
っ
そ
く
試
み
た
の
だ
が
、
こ
れ
が
ど
う
も
う
ま
く
行
か
な
い
。
ア
メ
リ
カ
で
な
ら
「
一
番
美
し
い
動
物
は
」
と
き
け
ば
、
す
ぐ
「
馬
」
と

か
「
ラ
イ
オ
ン
」
と
か
、
何
か
答
え
が
返
っ
て
来
る
。
と
こ
ろ
が
同
じ
質
問
を
日
本
人
に
す
る
と
、「
さ
あ
、
何
だ
ろ
う
な
」
と
は
な
は
だ
㋐
歯
切
れ
が
悪
い
。
そ
こ

を
無
理
に
、
何
で
も
一
番
美
し
い
と
思
う
も
の
を
挙
げ
て
ほ
し
い
と
言
う
と
、「
そ
う
だ
な
あ
、
夕
焼
け
の
空
に
小
鳥
た
ち
が
ぱ
あ
っ
と
飛
び
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か

な
」
と
い
っ
た
よ
う
な
答
え
に
な
る
。
「
こ
れ
で
は
㋑
比
較
は
無
理
だ
か
ら
、
結
局
諦
め
ま
し
た
」
と
そ
の
先
生
は
苦
笑
し
て
い
た
。 

私
が
こ
の
話
を
聞
い
て
興
味
深
い
と
思
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
動
物
観
の
ⓐ
差
イ
以
上
に
、
日
本
人
と
ア
メ
リ
カ
人
の
美
意
識
の
違
い
を
よ
く
示
す
も
の
と
思
わ
れ
た

か
ら
で
あ
る
。 

ア
メ
リ
カ
も
含
め
て
、
西
欧
世
界
に
お
い
て
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
、「
美
」
は
あ
る
明
確
な
秩
序
を
持
っ
た
も
の
の
な
か
に
表
現
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
強

い
。
そ
の
秩
序
と
は
、
左
右
①
ソ
ウ
シ
ョ
ウ
性
で
あ
っ
た
り
、
部
分
と
全
体
と
の
比
例
関
係
で
あ
っ
た
り
、
あ
る
い
は
基
本
的
な
②
キ
カ
ガ
ク
形
態
と
の
類
縁
性
な
ど
、
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内
容
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
客
観
的
な
原
理
に
基
づ
く
秩
序
が
美
を
生
み
出
す
と
い
う
点
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
い
る
。
逆
に
言
え
ば
、
そ
の
よ

う
な
原
理
に
基
づ
い
て
作
品
を
制
作
す
れ
ば
、
そ
れ
は
「
美
」
を
表
現
し
た
も
の
と
な
る
。 

ⓑ
テ
ン
型
的
な
例
は
、
現
在
で
も
し
ば
し
ば
話
題
と
な
る
八
頭
身
の
美
学
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
頭
部
と
身
長
が
一
対
八
の
比
例
関
係
に
あ
る
と
き
最
も
美
し
い
と
い

う
考
え
方
は
、
紀
元
前
四
世
紀
の
ギ
リ
シ
ャ
に
お
い
て
成
立
し
た
美
の
原
理
で
あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
人
た
ち
は
、
こ
の
よ
う
な
原
理
を
「
カ
ノ
ン
（
規
準
）」
と
呼
ん
だ
。

「
カ
ノ
ン
」
の
中
身
は
場
合
に
よ
っ
て
は
変
わ
り
得
る
。
現
に
紀
元
前
五
世
紀
に
お
い
て
は
、
優
美
な
八
頭
身
よ
り
も
③
ソ
ウ
チ
ョ
ウ
な
七
頭
身
が
規
準
と
さ
れ
た
。

だ
が
七
頭
身
に
せ
よ
八
頭
身
に
せ
よ
、
何
か
あ
る
原
理
が
美
を
生
み
出
す
と
い
う
思
想
は
変
わ
ら
な
い
。
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
の
持
つ
魅
力
は
、
こ
の
美
学
に
由
来
す
る
と

こ
ろ
が
大
き
い
。 

も
っ
と
も
、
こ
の
時
期
の
彫
刻
作
品
は
ほ
と
ん
ど
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
残
っ
て
い
な
い
。
残
さ
れ
た
の
は
大
部
分
ロ
ー
マ
時
代
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
し
ば
し

ば
不
完
全
な
そ
れ
ら
の
Ⓒ
モ
刻
作
品
を
通
し
て
、
か
な
り
の
程
度
ま
で
原
作
の
姿
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
美
の
原
理
で
あ
る
「
カ
ノ
ン
」
が
そ
こ
に
実
現

さ
れ
て
い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
原
理
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
て
い
る
以
上
、
彫
刻
作
品
そ
の
も
の
が
ま
さ
し
く
「
美
」
を
表
わ
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。 

だ
が
こ
の
よ
う
な
実
体
物
と
し
て
美
を
捉
え
る
と
い
う
考
え
方
は
、
日
本
人
の
美
意
識
の
な
か
で
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
場
所
を
占
め
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な

い
。
日
本
人
は
、
遠
い
昔
か
ら
、
何
が
美
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
ど
の
よ
う
な
場
合
に
美
が
生
ま
れ
る
か
と
い
う
こ
と
に
そ
の
感
性
を
働
か
せ
て
来

た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
㋒
「
実
体
の
美
」
に
対
し
て
、「
状
況
の
美
」
と
で
も
呼
ん
だ
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
か
。 

例
え
ば
、「
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
」
と
い
う
一
句
は
、「
古
池
」
や
「
蛙
」
が
美
し
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
「
水
の
音
」
が
妙
音
だ
と

主
張
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
た
だ
古
い
池
に
蛙
が
飛
び
込
ん
だ
そ
の
一
瞬
、
そ
こ
に
生
じ
る
緊
張
感
を
孕
ん
だ
深
い
④
セ
イ
ジ
ャ
ク
の
世
界
に
芭
蕉
は
そ
れ
ま
で
に
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な
い
新
し
い
美
を
見
出
し
た
。
そ
こ
に
は
何
の
実
体
物
も
な
く
、
あ
る
の
は
た
だ
状
況
だ
け
な
の
で
あ
る
。 

日
本
人
の
こ
の
よ
う
な
美
意
識
を
最
も
よ
く
示
す
例
の
一
つ
は
、「
春
は
曙
、
や
う
や
う
し
ろ
く
な
り
ゆ
く
山
ぎ
は
す
こ
し
あ
か
り
て…

…

」
と
い
う
文
章
で
知
ら

れ
る
『
枕
草
子
』
冒
頭
の
段
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
春
夏
秋
冬
そ
れ
ぞ
れ
の
季
節
の
最
も
美
し
い
姿
を
鋭
敏
な
感
覚
で
捉
え
た
、【 

Ａ 

】
模
範
的
な
「
状
況
の
美
」

の
世
界
で
あ
る
。【 
Ｂ 

】
春
な
ら
ば
夜
明
け
、
夏
は
夜
、
そ
し
て
秋
は
夕
暮
と
い
う
わ
け
だ
が
、
そ
の
秋
に
つ
い
て
、
清
少
納
言
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。 

  
 

秋
は
夕
暮
。
夕
日
の
さ
し
て
山
の
端
い
と
近
う
な
り
た
る
に
、
烏
の
寝
ど
こ
ろ
へ
行
く
と
て
、
三
つ
四
つ
二
つ
三
つ
な
ど
、
飛
び
い
そ
ぐ
さ
へ
あ
は
れ
な
り
。

ま
い
て
雁
な
ど
の
つ
ら
ね
た
る
が
い
と
ち
ひ
さ
く
見
ゆ
る
は
、
い
と
を
か
し…

…

。 

 

こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
夕
焼
け
の
空
に
小
鳥
た
ち
が
ぱ
あ
っ
と
飛
び
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
」
と
い
う
あ
の
現
代
人
の
美
意
識
に
そ
の
ま
ま
つ
な
が
る
感
覚
と
言
っ
て
よ

い
で
あ
ろ
う
。
日
本
人
の
感
性
は
、
千
年
の
時
を
隔
て
て
も
な
お
変
わ
ら
ず
に
生
き
続
け
て
い
る
。 

「
実
体
の
美
」
は
、
そ
の
も
の
自
体
が
美
を
表
わ
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
状
況
が
ど
う
変
わ
ろ
う
と
、
い
つ
で
も
、
ど
こ
で
も
「
美
」
で
あ
り
得
る
。《
ミ
ロ
の
ヴ

ィ
ー
ナ
ス
》
は
、
紀
元
前
一
世
紀
に
ギ
リ
シ
ャ
の
植
民
地
で
あ
っ
た
地
中
海
の
あ
る
島
で
造
ら
れ
た
が
、
二
一
世
紀
の
今
日
、
パ
リ
の
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
並
べ
ら
れ

て
い
て
も
そ
の
美
し
さ
に
変
わ
り
は
な
い
。
仮
に
砂
漠
の
な
か
に
ぽ
つ
ん
と
置
か
れ
て
も
、
同
じ
よ
う
に
「
美
」
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。【 

Ｃ 

】「
状
況
の
美
」

は
、
状
況
が
変
わ
れ
ば
当
然
消
え
て
し
ま
う
。
春
の
曙
や
秋
の
夕
暮
れ
の
美
し
さ
は
、
長
く
は
続
か
な
い
。
状
況
の
美
に
敏
感
に
反
応
す
る
日
本
人
は
、
そ
れ
ゆ
え
に

ま
た
、
美
と
は
万
古
不
易
の
も
の
で
は
な
く
、
う
つ
ろ
い
や
す
い
も
の
、
は
か
な
い
も
の
と
い
う
感
覚
を
育
て
て
来
た
。
う
つ
ろ
い
や
す
い
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
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い
っ
そ
う
貴
重
で
、
い
っ
そ
う
愛
す
べ
き
も
の
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
日
本
人
が
、
春
の
花
見
、
秋
の
月
見
な
ど
の
季
節
ご
と
の
美
の
鑑
賞
を
、
年
中
行
事
と
し
て
特

に
好
ん
で
今
で
も
繰
り
返
し
て
い
る
の
も
、
㋓
そ
の
た
め
で
あ
ろ
う
。 

実
際
、
清
少
納
言
が
的
確
に
見
抜
い
た
よ
う
に
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
美
と
は
、
季
節
の
移
り
変
わ
り
や
時
間
の
流
れ
な
ど
、
自
然
の
営
み
と
密
接
に
結
び
つ
い
て

い
る
。
そ
の
こ
と
は
江
戸
期
に
広
く
一
般
大
衆
の
あ
い
だ
で
好
ま
れ
た
各
地
の
名
所
絵
を
見
て
み
れ
ば
よ
く
わ
か
る
。 

名
所
絵
と
は
、
文
字
通
り
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
に
お
い
て
見
る
べ
き
場
所
、
訪
れ
る
価
値
の
あ
る
所
を
描
き
出
し
た
も
の
だ
が
、
単
な
る
場
所
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

広
重
の
晩
年
の
名
作
《
名
所
江
戸
百
景
》
を
見
て
み
る
と
、
雪
晴
れ
の
日
本
橋
と
か
、
花
の
飛
鳥
山
な
ど
、
季
節
ご
と
の
自
然
と
一
つ
に
な
っ
た
情
景
が
描
き
出
さ
れ

て
い
る
。
事
実
こ
の
連
作
シ
リ
ー
ズ
は
、
ま
と
ま
っ
た
か
た
ち
と
し
て
は
、
春
夏
秋
冬
の
四
部
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
に
分
類
し
た
の
は
広
重
で
は

な
い
。
広
重
は
、
江
戸
の
な
か
の
見
る
べ
き
場
所
を
、
特
に
順
序
立
て
ず
に
、
い
わ
ば
思
い
つ
く
ま
ま
ば
ら
ば
ら
に
描
き
出
し
て
行
っ
た
。
そ
れ
が
好
評
で
あ
っ
た
の

で
、
次
々
と
続
け
て
、
百
十
八
点
ま
で
描
い
た
と
こ
ろ
で
彼
は
世
を
去
っ
た
。
そ
の
後
ⓓ
ハ
ン
元
が
、
別
の
画
家
に
追
加
分
を
一
点
と
扉
絵
の
制
作
を
依
頼
し
、
あ
わ

せ
て
計
百
二
十
点
の
「
揃
物
」
と
し
て
刊
行
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
内
容
を
四
季
に
分
類
し
た
の
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
当
初
ば
ら
ば
ら
に
描
い
た
「
名
所
」
が
、

い
ず
れ
も
季
節
の
風
物
や
年
中
行
事
と
結
び
つ
い
て
い
た
の
で
、
自
ず
か
ら
分
類
が
成
り
立
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
【 

Ｄ 

】
名
所
そ
の
も
の
が
、
江
戸
の
町

と
自
然
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
生
ま
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。 

か
つ
て
の
名
所
絵
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
日
で
も
人
々
は
、
旅
を
す
る
と
そ
の
記
念
や
土
産
も
の
と
し
て
、
土
地
の
観
光
絵
葉
書
を
買
い
求
め
る
。
パ
リ
や

ロ
ー
マ
に
行
く
と
、
土
産
物
屋
の
店
先
に
さ
ま
ざ
ま
の
絵
葉
書
が
並
ん
で
い
る
が
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
と
か
、
凱
旋
門
と
か
、
エ
ッ
フ
ェ
ル

塔
な
ど
、
代
表
的
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
そ
の
ま
ま
捉
え
た
も
の
で
あ
る
。
だ
が
日
本
の
観
光
絵
葉
書
を
見
て
み
る
と
、
満
開
の
桜
の
下
の
清
水
寺
と
か
、
雪
に
⑤
オ
オ
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わ
れ
た
金
閣
寺
な
ど
、
季
節
の
よ
そ
お
い
を
こ
ら
し
た
も
の
が
ⓔ
圧
ト
ウ
的
に
多
い
。
も
ち
ろ
ん
、
清
水
寺
も
金
閣
寺
も
、
そ
れ
自
体
見
事
な
建
築
だ
が
、
観
光
写
真

は
そ
こ
に
自
然
の
変
化
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
を
好
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
ま
た
、「
状
況
の
美
」
を
愛
す
る
日
本
人
の
美
意
識
の
表
わ
れ
で
あ
ろ
う
か
。 

（
高
階
秀
爾
『
日
本
人
に
と
っ
て
美
し
さ
と
は
何
か
』
※
一
部
改
変
） 

 問
一 

 
 
 
 
 

傍
線
部
①
～
⑤
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。 

 問
二 

ⓐ
～
ⓔ
の
各
熟
語
の
傍
線
部
と
同
じ
漢
字
を
使
用
す
る
熟
語
は
ど
れ
か
。
該
当
す
る
も
の
を
一
つ
選
び
、（
ア
）
～
（
オ
）
の
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ⓐ 

差
イ 

 
 
 

（
ア
） 

イ
作 

 
 
（
イ
） 

脅
イ 

 
 

（
ウ
） 

弔
イ 

 
 

（
エ
） 

イ
問 

 
 

（
オ
） 

イ
変 

ⓑ 

テ
ン
型 

 
 

（
ア
） 

テ
ン
雅 

 

（
イ
） 
仰
テ
ン 

 

（
ウ
） 

テ
ン
換 

 

（
エ
） 

テ
ン
示 

 

（
オ
） 

論
テ
ン 

ⓒ 

モ
刻 

 
 
 

（
ア
） 

モ
擬 

 
 

（
イ
） 

繁
モ 

 
 

（
ウ
） 

モ
塩 

 
 

（
エ
） 

モ
者 

 
 

（
オ
） 

モ
服 

ⓓ 

ハ
ン
元 

 
 

（
ア
） 

量
ハ
ン 

 

（
イ
） 

規
ハ
ン 

 
（
ウ
） 

ハ
ン
然 

 

（
エ
） 

ハ
ン
動 

 

（
オ
） 

初
ハ
ン 

ⓔ 

圧
ト
ウ 

 
 

（
ア
） 

ト
ウ
病 

 

（
イ
） 

ト
ウ
産 

 

（
ウ
） 

正
ト
ウ 

 

（
エ
） 

ト
ウ
襲 

 

（
オ
） 

系
ト
ウ 

 問
三 

傍
線
部
㋐
「
歯
切
れ
が
悪
い
」
の
言
い
換
え
が
不
適
切
な
も
の
を
、
選
択
肢
か
ら
一
つ
選
び
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 

ア 

二
の
足
を
踏
む 
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イ 

逡
巡
す
る 

ウ 

躊
躇
す
る 

 
 

エ 
思
い
あ
ぐ
ね
る 

 
 

オ 

呆
然
と
す
る 

 
 

 

問
四 

傍
線
部
㋑
「
比
較
は
無
理
」
と
あ
る
が
、
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
か
。
説
明
し
な
さ
い
。 

 
 

 

問
五 

傍
線
部
㋒
「「
実
体
の
美
」
に
対
し
て
、「
状
況
の
美
」」
と
あ
る
が
、
「
実
体
の
美
」「
状
況
の
美
」
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
文
中
の
言
葉
を
用
い
て
説
明 

し
な
さ
い
。 

 

問
六 

空
欄
【 

Ａ 

】
【 

Ｂ 

】【 

Ｃ 

】【 

Ｄ 

】
に
入
る
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い
も
の
を
選
択
肢
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 
 

Ａ 

す
な
わ
ち 

 
 

Ｂ 

つ
ま
り 

 
 
 

Ｃ 

い
わ
ば 

 
 
 

Ｄ 

だ
が 

 
 

イ 
 

Ａ 

つ
ま
り 

 
 

 

Ｂ 

い
わ
ば 

 
 
 

Ｃ 

す
な
わ
ち 

 
 

Ｄ 

だ
が 

ウ 
 

Ａ 

だ
が 

 
 

 
 

Ｂ 

す
な
わ
ち 

 
 

Ｃ 

い
わ
ば 

 
 
 

Ｄ 
つ
ま
り 

 
 

エ 
 

Ａ 

い
わ
ば 

 
 

 

Ｂ 

す
な
わ
ち 

 
 

Ｃ 

だ
が 

 
 

 
 

Ｄ 

つ
ま
り 
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問
七 

傍
線
部
㋓
「
そ
の
た
め
」
は
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
こ
と
か
。
文
中
の
表
現
を
使
い
、
文
末
を
「…

…

か
ら
。」
や
「…

…

た
め
。」
と
し
て
、
説
明
し
な
さ
い
。 

 
 

 

問
八 

こ
の
文
章
の
内
容
と
合
致
し
な
い
も
の
を
選
択
肢
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

西
欧
世
界
で
は
、
客
観
的
な
原
理
に
基
づ
い
て
制
作
さ
れ
た
作
品
は
一
貫
し
て
「
美
」
で
あ
る
。 

 
 

イ 

ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
の
カ
ノ
ン
は
、
紀
元
前
四
世
紀
と
紀
元
前
五
世
紀
で
は
異
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。 

ウ 

オ
リ
ジ
ナ
ル
で
は
な
く
、
た
と
え
コ
ピ
ー
で
あ
っ
た
と
し
て
も
ギ
リ
シ
ャ
彫
刻
の
魅
力
は
損
な
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。 

 
 

エ 

『
枕
草
子
』
冒
頭
の
段
と
、
江
戸
期
に
一
般
大
衆
の
あ
い
だ
で
好
ま
れ
た
名
所
絵
の
二
つ
が
、
こ
の
文
中
に
あ
る
日
本
人
に
と
っ
て
の
美
の
具
体
例
で
あ
る
。 

 
 

オ 

日
本
の
観
光
絵
葉
書
の
特
徴
は
、
建
築
物
な
ど
と
共
に
自
然
の
変
化
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。 

 

二 

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
各
問
に
答
え
な
さ
い
。 

印
象
派
の
時
代
以
来
、
音
楽
は
、
絵
に
強
く
影
響
し
始
め
た
。
ゴ
ッ
ホ
の
手
紙
を
開
い
て
み
て
も
、
色
彩
のo

rch
e
s
tra

tio
n

（
管
絃
楽
編
成
）
と
い
う
言
葉
が
屡
々

し
ば
し
ば

使
わ
れ
て
い
る
。
色
と
はto

n

（
音
）
、
正
確
に
言
え
ば
、to

n
a

lité

（
音
調
）
の
事
だ
。
画
家
は
色
を
塗
る
の
で
は
な
い
、to

n

（
色
調
）
を
編
成
す
る
の
だ
。
セ
ザ
ン

ヌ
は
、m

o
tif

と
い
う
言
葉
を
好
ん
で
使
っ
た
。
ア
ト
リ
エ
を
出
て
、
ⓐ
ガ
カ
を
担か

つ

い
で
、m

o
tif

を
捜
し
に
行
く
と
い
う
風
に
言
っ
た
。su

je
t

（
画
題
）
を
捜
し
に

行
く
の
で
は
な
い
、
展
開
す
べ
き

m
o
tif

（
導
調
）
を
見
附
け
に
行
く
の
だ
、
と
い
う
わ
け
だ
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
使
っ
た
独
特
な
色
彩
の
技
法
に
、m

o
d

u
la

tio
n

と
か

g
ra

d
a

tio
n

と
か
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
う
い
う
言
葉
の
意
味
を
正
確
に
定
義
す
る
事
は
難
し
い
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
手
紙
や
伝
記
に
ⓑ
サ
ン
ケ
ン
さ
れ
る
彼
の
言
葉
か
ら
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見
て
も
、
当
人
さ
え
正
確
に
は
使
っ
て
い
な
い
様
に
思
わ
れ
る
の
で
、
①
そ
れ
は
仕
方
が
な
い
と
し
て
も
、
こ
う
い
う
言
葉
が
音
楽
家
の
言
葉
か
ら
来
て
い
る
事
に
は

間
違
い
な
い
。m

o
d

e
le

r

と
い
う
言
葉
は
、
モ
デ
ル
に
倣な

ら

っ
て
、
形
を
作
り
出
す
と
い
う
意
味
だ
が
、
画
家
は
平
面
の
上
で
立
体
の
モ
デ
ル
の
形
を
決
め
ね
ば
な
ら
な

い
か
ら
、
画
家
がm

o
d

e
le

r

す
る
と
は
、
凹
凸
の
感
じ
を
色
の
明
暗
に
よ
っ
て
現
す
意
味
に
な
る
。【 

Ａ 

】、
セ
ザ
ン
ヌ
は
、m

o
d

e
le

r

と
い
う
普
通
の
言
葉
を
使

う
の
を
嫌
っ
た
。m

o
d

e
le

r

と
い
う
よ
り

m
o
d

u
le

r

と
言
う
べ
き
だ
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
う
呼
ん
だ
と
こ
ろ
で
Ⓒ
ガ
イ
ネ
ン
の
上
で
は
、
違
っ
た
事
に
は
な
ら

な
い
の
だ
が
、
画
面
に
物
の
量
感
を
出
す
為た

め

に
、
様
々
な
色
調
の
調
和
と
か
対
照
と
か
に
独
特
な
工
夫
を
凝
ら
し
て
い
る
と
、
実
感
と
し
て
音
楽
家
の
使
うm

o
d

u
le

r

（
変
調
す
る
）
と
かm

o
d

u
la

tio
n

（
変
調
）
と
か
い
う
言
葉
が
使
い
た
く
な
る
、
そ
う
い
う
次
第
な
の
で
あ
ろ
う
。g

ra
d

a
tio

n

※
１

と
い
う
言
葉
に
し
て
も
②
同
じ
事

で
、
こ
れ
は
、
メ
ロ
デ
ィ
と
か
リ
ズ
ム
と
か
の
運
動
が
、
ピ
ア
ノ
か
ら
フ
ォ
ル
テ
に
、
或

あ
る
い

は
レ
ン
ト
※
２

か
ら
ヴ
ィ
ヴ
ァ
チ
ェ
※
３

に
移
っ
て
行
く
場
合
に
生
ず
る
、
区

切
り
を
つ
け
て
は
聞
き
分
け
ら
れ
ぬ
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
言
う
の
だ
が
、
そ
う
い
う
言
葉
を
セ
ザ
ン
ヌ
が
好
ん
だ
と
い
う
事
は
、
色
彩
を
、
暖
色
か
ら
冷
色
に
至
る
音
階
の

な
か
に
動
く
音
の
運
動
と
し
て
扱
う
感
性
に
由
来
す
る
と
考
え
て
い
い
。
要
す
る
に
、
そ
う
い
う
風
に
、
音
楽
家
の
用
語
が
、
画
家
の
用
語
に
な
っ
て
来
た
と
い
う
事

は
、
絵
に
与
え
た
音
楽
の
影
響
が
、
決
し
て
表
面
上
の
事
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
事
を
示
し
て
い
る
。 

 

セ
ザ
ン
ヌ
は
、
光
の
波
と
と
も
に
浮
動
す
る
印
象
主
義
の
風
景
を
何
と
か
し
て
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
彼
の
眼
は
、
自
然
の
拡

ひ
ろ
が

り
よ
り
、
自
然
の
奥
行
に
向
け

ら
れ
、
瞬
間
の
印
象
よ
り
、
持
続
す
る
実
体
を
捕
ら
え
よ
う
と
し
た
。
そ
う
し
て
出
来
上
っ
た
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
の
独
特
の
魅
力
は
、
建
築
的
と
い
う
言
葉
で
、
普
通
言

わ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
や
は
り
音
楽
的
だ
と
言
っ
て
も
差
支

さ
し
つ
か

え
な
い
と
思
う
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
大
変
音
楽
を
愛
し
た
人
だ
。
彼
の
好
ん
だ
モ
チ
フ
と
い
う
言
葉
は
、

 

※

１ 

グ
ラ
ダ
シ
オ
ン
（
フ
ラ
ン
ス
語
）。
英
語
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
。
徐
々
に
変
化
し
て
い
く
こ
と
。
漸
次
的
推
移
。 

※

２ 

音
楽
の
速
度
標
語
で
「
ゆ
っ
く
り
と
」
の
意
。
イ
タ
リ
ア
語
。 

※

３ 

音
楽
の
速
度
標
語
で
「
き
わ
め
て
速
く
」
の
意
。
イ
タ
リ
ア
語
。 
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ワ
グ
ネ
ル
※
４

が
有
名
に
し
た
言
葉
で
あ
る
し
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
若
い
時
の
絵
に
は
、「
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
」
※
５

を
主
題
に
し
た
も
の
が
何
枚
も
あ
る
。 

 
彼
が
、「
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
」
に
感
動
し
た
の
は
、
恐
ら
く
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
※
６

が
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
論
を
書
い
た
の
と
同
じ
頃
の
事
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
セ
ザ

ン
ヌ
が
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
を
尊
敬
し
て
い
た
事
も
間
違
い
は
な
い
だ
ろ
う
。
言
う
迄ま

で

も
な
く
、
ワ
グ
ネ
ル
は
ロ
マ
ン
派
※
７

音
楽
の
発
達
の
頂
点
に
現
れ
た
、
管
絃
楽
製
作

の
達
人
で
あ
っ
た
。
器
楽
的
和
声
音
楽
※
８

の
大
理
論
家
で
あ
っ
た
。
そ
う
い
う
人
が
歌
劇
に
夢
中
に
な
っ
た
に
つ
い
て
は
、
彼
に
は
彼
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
の
で
あ

っ
て
、
彼
に
は
、
演
劇
に
音
楽
を
当
て
は
め
る
と
い
う
様
な
考
え
は
少
し
も
な
か
っ
た
、
寧む

し

ろ
逆
で
、
音
楽
か
ら
劇
が
流
れ
出
し
た
の
で
あ
る
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
以

来
、
和
声
の
転
調
や
音
の
色
彩
の
利
用
が
急
速
に
発
達
し
て
、
和
声
の
機
構
或
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
が
、
拡
大
し
複
雑
化
し
、
ワ
グ
ネ
ル
に
到い

た

っ
て
音
楽
は
、
そ
の
表
現

力
の
万
能
で
は
ち
切
れ
ん
ば
か
り
に
な
っ
た
。
言
わ
ば
音
の
感
動
の
ⓓ
シ
ン
プ
ク
が
極
限
に
達
し
た
。
そ
う
い
う
時
に
、
音
楽
現
象
を
、
そ
の
ま
ま
音
が
演
ず
る
劇
と

ワ
グ
ネ
ル
が
感
じ
た
の
は
、
極
め
て
自
然
だ
っ
た
。
表
現
力
の
万
能
が
は
ち
切
れ
て
、
従
来
の
管
絃
楽
の
標
題
音
楽
的
観
念
を
突
破
し
、
舞
台
の
上
で
形
象
化
す
る
に

至
る
、
そ
う
い
う
風
に
音
楽
を
感
受
し
た
の
も
、
ワ
グ
ネ
ル
に
は
自
然
な
事
だ
っ
た
。「
バ
レ
ー
の
な
い
歌
劇
」
に
腹
を
立
て
た
当
時
の
パ
リ
人
に
抗
し
て
、
ボ
ー
ド

レ
ー
ル
が
ⓔ
カ
ン
パ
し
た
の
は
、
ワ
グ
ネ
ル
歌
劇
の
③
そ
う
い
う
原
動
力
だ
っ
た
。
彼
が
動
か
さ
れ
た
も
の
は
、
ワ
グ
ネ
ル
の
音
楽
の
文
学
化
さ
れ
た
或
は
視
覚
化
さ

れ
た
姿
で
は
な
い
。
音
楽
の
影
響
を
受
け
て
、
普
通
な
意
味
で
音
楽
的
な
詩
を
書
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
も
の
な
ら
誰
で
も
書
い
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

※

４ 

ワ
ー
グ
ナ
ー
。
ド
イ
ツ
の
作
曲
家
。 

※

５ 

ワ
ー
グ
ナ
ー
作
詞
・
作
曲
の
歌
劇
。 

※

６ 

フ
ラ
ン
ス
の
詩
人
。 

※

７ 

「
ロ
マ
ン
派
」
は
、
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
展
開
さ
れ
た
芸
術
上
の
思
潮
・
運
動
。
自
然
・
感
情
・
空
想
・
個
性
・
自
由
の
価
値
を
重
視
す
る
。 

※

８ 

「
器
楽
」
は
声
楽
を
含
ま
な
い
楽
器
の
み
に
よ
る
音
楽
。「
和
声
」
は
ハ
ー
モ
ニ
ー
。
あ
る
旋
律
を
中
心
に
音
楽
を
重
層
的
に
構
成
す
る
こ
と
。 
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Ⓐ
彼
が
音
楽
か
ら
、
詩
の
為
に
奪
お
う
と
し
た
富
と
は
、
彼
に
続
い
た
サ
ン
ボ
リ
ス
ト
詩
人
達
※
９

の
仕
事
を
見
れ
ば
明
ら
か
な
様
に
、
近
代
音
楽
の
内
部
構
造
そ
の
も

の
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
音
楽
に
対
す
る
憧
憬

し
ょ
う
け
い

に
も
④
同
じ
性
質
の
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
。「
タ
ン
ホ
イ
ザ
ー
」
の
演
奏
を
聞
い
て
一
気
に
書
か

れ
た
ワ
グ
ネ
ル
論
に
現
れ
た
美
文
調
に
惑
わ
さ
れ
て
は
い
け
な
い
。
そ
ん
な
も
の
は
何
で
も
な
い
。
そ
れ
よ
り
も
、「
批
評
家
が
詩
人
に
な
る
と
い
う
事
は
、
驚
く
べ

き
事
か
も
知
れ
な
い
が
、
詩
人
が
、
自
分
の
裡う

ち

に
、
批
評
家
を
蔵
し
な
い
と
い
う
事
は
不
可
能
だ
。
私
は
、
詩
人
を
、
あ
ら
ゆ
る
批
評
家
中
の
最
大
の
批
評
家
と
み
な

す
」
と
い
う
彼
の
有
名
な
言
葉
は
、
ワ
グ
ネ
ル
論
の
中
に
あ
る
と
い
う
事
が
大
事
な
の
で
あ
る
。
純
粋
詩
の
運
動
の
先
駆
者
と
し
て
の
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
は
、
自
然
に

発
生
し
た
歌
、
例
え
ば
民
謡
の
様
に
、
詩
と
音
楽
と
が
渾
然

こ
ん
ぜ
ん

と
統
一
し
て
い
て
、
歌
う
も
の
は
そ
れ
を
意
識
さ
え
し
な
い
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
に
現
れ
る
純
粋
性
ほ
ど

遠
い
も
の
は
な
く
、
そ
う
い
う
も
の
へ
の
復
帰
を
、
Ⓑ
彼
は
希ね

が

っ
た
の
で
も
な
い
。
彼
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
純
粋
性
と
い
う
よ
り
寧
ろ
自
然
性
な
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
場
合
、
人
は
た
だ
歌
を
歌
っ
て
い
る
の
で
、
歌
を
作
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。 

 

（
小
林
秀
雄
『
近
代
絵
画
』
※
一
部
改
変
） 

 

問
一 

 
 
 
 
 

傍
線
部
ⓐ
～
ⓔ
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。 

 

問
二 

傍
線
部
①
「
そ
れ
」
は
何
を
指
す
か
。
文
中
か
ら
適
切
な
箇
所
を
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
、
答
え
な
さ
い
。 

 

※

９ 

「
サ
ン
ボ
リ
ス
ト
」
は
象
徴
派
。
一
九
世
紀
後
半
、
フ
ラ
ン
ス
の
詩
壇
に
興
っ
た
思
潮
。
内
面
的
思
考
や
主
観
的
情
緒
を
表
現
し
よ
う
と
し
、
そ
の
た
め
個
々
の
言
葉
が
伝
統
的
、
慣
習

的
に
持
つ
意
味
内
容
に
よ
っ
て
描
写
す
る
の
で
は
な
く
、
詩
語
と
詩
語
と
を
組
合
わ
せ
る
こ
と
で
新
た
な
暗
示
的
イ
メ
ー
ジ
を
喚
起
し
、
読
者
の
想
像
力
に
訴
え
た
。 
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問
三 

空
欄
【 

Ａ 

】
に
は
接
続
詞
が
入
る
。
選
択
肢
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

と
こ
ろ
が 

イ 
い
っ
ぽ
う
で 

ウ 

ま
た 

エ 

す
な
わ
ち 

オ 

た
だ
し 

 

問
四 

傍
線
部
②
「
同
じ
事
」
と
は
、
何
と
同
じ
な
の
か
。
文
中
の
表
現
を
使
い
、
文
の
終
わ
り
を
「
～
と
同
じ
だ
と
い
う
こ
と
。」
の
形
に
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 
 問

五 

以
下
の
う
ち
、
筆
者
の
述
べ
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
仕
事
に
あ
て
は
ま
ら
な
い
も
の
は
ど
れ
か
。
選
択
肢
か
ら
一
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

浮
動
す
る
印
象
主
義
の
風
景
を
何
と
か
し
て
安
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
。 

イ 

自
然
の
奥
行
に
眼
が
向
け
ら
れ
た
。 

ウ 

印
象
よ
り
も
、
実
体
を
捕
ら
え
よ
う
と
し
た
。 

エ 

音
楽
的
で
あ
る
が
、
建
築
的
と
い
う
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。 

オ 

モ
チ
フ
と
い
う
言
葉
を
好
ん
だ
。 
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問
六 

傍
線
部
③
「
そ
う
い
う
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
。
文
中
の
該
当
箇
所
を
、
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 
 問

七 

傍
線
部
Ⓐ
「
彼
」
と
、
傍
線
部
Ⓑ
「
彼
」
に
あ
て
は
ま
る
も
の
を
選
択
肢
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

Ⓐ 
 

ア 
セ
ザ
ン
ヌ 

 
 

イ 

ワ
グ
ネ
ル 

 
 

ウ 

ボ
ー
ド
レ
ー
ル 

Ⓑ 
 

ア 

セ
ザ
ン
ヌ 

 
 

イ 

ワ
グ
ネ
ル 

 
 

ウ 

ボ
ー
ド
レ
ー
ル 

 
 

 
 

 

問
八 

傍
線
部
④
「
同
じ
性
質
の
も
の
」
と
は
、
何
を
指
す
か
。
文
中
の
該
当
箇
所
を
、
そ
の
ま
ま
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。 

 三 

次
の
各
問
に
答
え
な
さ
い
。 

問
一 

カ
ッ
コ
内
の
傍
線
部
の
読
み
が
不
適
切
な
も
の
を
選
択
肢
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

ア 

発
言
を
遡
っ
て
（
た
ど
っ
て
）
議
事
録
を
書
い
た
。 

 
 

イ 

度
重
な
る
違
反
で
信
頼
関
係
に
間
隙
（
か
ん
げ
き
）
が
生
じ
た
。 

 
 

ウ 

眩
し
い
（
ま
ぶ
し
い
）
の
で
、
カ
ー
テ
ン
を
閉
め
て
く
だ
さ
い
。 

 
 

エ 

悲
し
み
の
あ
ま
り
茫
然
（
ぼ
う
ぜ
ん
）
と
し
た
。 

 
 

オ 

彼
は
土
気
色
（
つ
ち
け
い
ろ
）
の
顔
を
こ
ち
ら
に
向
け
て
、
座
っ
た
ま
ま
だ
っ
た
。 
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問
二 

①
～
③
の
傍
線
カ
タ
カ
ナ
部
に
は
、
異
な
る
熟
語
が
入
る
。
そ
れ
ぞ
れ
文
意
に
即
し
て
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。
同
じ
解
答
が
複
数
の
解
答
欄
に
書
い
て 

あ
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
誤
り
と
す
る
。 

① 

彼
は
王
位
を
ケ
イ
シ
ョ
ウ
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。 

② 

ケ
イ
シ
ョ
ウ
を
略
さ
ず
に
書
い
て
く
だ
さ
い
。 

③ 

著
者
は
気
候
変
動
問
題
に
対
し
て
ケ
イ
シ
ョ
ウ
を
鳴
ら
し
て
い
る
。 

 

問
三 

次
の
こ
と
わ
ざ
に
似
た
意
味
の
こ
と
わ
ざ
を
選
択
肢
か
ら
選
び
、
そ
れ
ぞ
れ
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

① 

弘
法
も
筆
の
あ
や
ま
り 

② 

紺
屋
の
白
ば
か
ま 

③ 

忠
言
耳
に
さ
か
ら
う 

④ 

石
橋
を
叩
い
て
渡
る 

⑤ 

雉
も
鳴
か
ず
ば
撃
た
れ
ま
い 

ア 

医
者
の
不
養
生 

イ 

良
薬
は
口
に
苦
し 
ウ 

口
は
災
い
の
も
と 

エ 

ひ
ょ
う
た
ん
か
ら
駒
が
出
る 

オ 

河
童
の
川
流
れ 

カ 

転
ば
ぬ
先
の
杖 

 
 

 

 

問
四 

次
の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
の
対
義
語
ま
た
は
類
義
語
を
選
択
肢
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。
解
答
し
た
記
号
の
下
に
、
対
義
語
の
場
合
は
ａ
、
類
義
語
の 

場
合
は
ｂ
の
記
号
を
、
そ
れ
ぞ
れ
書
き
な
さ
い
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

① 

排
斥 

 
 
 
 

② 

奔
走 

 
 
 
 

③ 

混
濁 

 
 
 
 

④ 
調
停 

 
 
 
 

⑤ 

俊
敏 

 
 
 
 

⑥ 

矛
盾 

 
 

 

〔
選
択
肢
〕 

・
ア 

愚
鈍 

 
 
 
 

・
イ 

尽
力 

 
 
 
 

・
ウ 

丁
重 

 
 
 
 
 

・
エ 

清
澄 

 
 
 
 

・
オ 

困
惑 

 
 
 
 
 
 

・
カ 

微
笑 

 
 
 
 

・
キ 

納
得 

 
 
 
 

・
ク 

疎
外 

 
 
 
 
 

・
ケ 

仲
裁 

 
 
 
 

・
コ 

背
反 
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問
五 

次
の
文
中
に
は
漢
字
の
変
換
ミ
ス
が
三
箇
所
あ
る
。
誤
っ
て
い
る
語
を
順
番
に
単
語
ご
と
抜
き
出
し
て
書
き
、
さ
ら
に
そ
れ
を
正
し
い
漢
字
に
直
し
て 

解
答
欄
に
書
き
な
さ
い
。 

も
ち
ろ
ん
、
人
の
説
明
を
受
け
る
の
は
悪
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
説
明
が
無
駄
だ
と
い
う
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
過
乗
な
説
明
が
肌
感
覚
を
封
じ

込
め
る
の
も
事
実
で
す
。
本
が
読
め
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
は
、「
か
ら
だ
」
か
ら
の
肌
感
覚
を
取
り
戻
せ
、
と
い
う
合
図
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

情
報
周
集
と
し
て
の
読
書
に
「
か
ら
だ
」
が
巨
否
反
応
を
起
こ
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。 

（
若
松
英
輔
『
本
を
読
め
な
く
な
っ
た
人
の
た
め
の
読
書
論
』
※
一
部
改
変
） 

  

問
六 

次
の
慣
用
表
現
の
空
欄
に
入
る
も
の
を
選
択
肢
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。 

 
 

① 

尻
馬
に
〈 

 

〉 

 
 
 
 

ア 

付
く 

 
 

イ 

退
く 

 
 

ウ 

乗
る 

 
 

エ 
走
る 

 
 

オ 

上
げ
る 

 
 

② 

業
を
〈 
 

〉 

 
 

ア 

耕
す 

 
 

イ 

褒
め
る 

 
 

ウ 

た
ぎ
る 

 
 

エ 

増
や
す 

 
 

オ 

煮
や
す 

③ 

舌
の
〈 

 

〉
の
乾
か
ぬ
う
ち 

 
 

ア 

端 
 
 

イ 

中 
 
 

ウ 

上 
 
 

エ 

先 
 
 

オ 

根 


