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。
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。
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一
字
に
数
え
て
解
答
し
な
さ
い
。
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１僕
は
千
瑛
の
傍
に
立
っ
た
。

そ
ば

千
瑛
は
僕
の
絵
を
注
意
深
く
眺
め
て
い
た
。
千
瑛
の
横
に
し
ば
ら
く
立
っ
て
い
て
も
、
こ
ち
ら
に
は
目
も
く
れ
ず
に
絵
を
見
つ
め
続
け
て
い
る
。

千
瑛
の
絵
に
比
べ
れ
ば
、
数
段
見
劣
り
す
る
地
味
な
花
の
構
成
だ
。
白
い
菊
が
上
か
ら
下
に
五
輪
並
び
、
余
白
が
多
く
、
彩
色
は
ⓐ
施
さ
れ
て
い
な
い
。
華
や
か
さ
に
欠
け
る
風
情

だ
っ
た
。
描
か
れ
た
花
弁
に
も
強
い
色
彩
を
感
じ
さ
せ
る
要
素
は
な
い
。

「
ⓑ
言
葉
も
な
い
わ
ね
…
…
、
本
当
に
」

千
瑛
は
そ
う
言
っ
た
が
、
花
弁
の
一
つ
一
つ
、
葉
の
一
葉
一
葉
が
、
僕
の
言
葉
で
あ
り
想
い
だ
っ
た
。

一
つ
の
花
び
ら
に
さ
え
、
自
分
の
心
が
あ
る
が
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
信
じ
て
、
限
り
な
く
花
に
寄
り
添
い
な
が
ら
、
花
に
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
手
が
動
い
て
い
く
こ
と
を
感
じ
て
い

た
。
あ
の
夜
の
僕
に
は
絵
は
描
く
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
花
に
描
か
さ
れ
る
も
の
、
も
っ
と
言
え
ば
、
花
に
教
え
ら
れ
る
も
の
、
だ
っ
た
。
湖
山
先
生
の
言
っ
た
こ
と
は
正
し
か
っ
た
。

花
に
教
え
ら
れ
、
手
が
あ
る
が
ま
ま
に
動
い
て
い
る
と
き
ほ
ど
、
不
思
議
な
こ
と
だ
け
れ
ど
、
自
分
の
想
い
が
筆
致
に
反
映
し
て
い
た
。
そ
の
一
筆
の
筆
致
に
は
、
光
が
あ
り
、
光
と

反
対
の
影
さ
え
も
水
と
墨
の
調
和
の
中
で
表
現
さ
れ
て
い
た
。

光
を
帯
び
た
無
色
透
明
な
液
体
と
、
光
を
暈
す
微
細
極
ま
り
な
い
物
質
の
融
け
合
う
美
を
、
最
小
の
単
位
と
し
て
、
水
墨
画
は
構
成
さ
れ
て
い
る
。

ぼ
か

そ
れ
は
も
し
か
し
た
ら
、
命
の
根
源
に
限
り
な
く
近
い
姿
な
の
か
も
し
れ
な
い
、
と
、
出
来
上
が
っ
た
五
輪
の
菊
を
眺
め
て
思
っ
た
。
す
べ
て
の
菊
を
数
本
の
茎
で
つ
な
い
だ
と
き
、

僕
自
身
の
手
も
、
意
識
し
な
い
ま
ま
、
ま
る
で
間
違
い
を
犯
さ
な
か
っ
た
こ
と
に
気
が
付
い
た
。
た
だ
花
に
導
か
れ
て
、
自
然
だ
っ
た
。
ⓒ
そ
れ
が
、
ど
れ
だ
け

拙

く
見
え
て
も
、
う

つ
た
な

ま
く
見
え
て
も
、
僕
に
は
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
。

湖
山
先
生
が
伝
え
た
か
っ
た
の
は
、
た
ぶ
ん
、
こ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
。

「
花
に
教
え
を
請
え
」

こ

と
、
と
て
も
簡
単
に
言
わ
れ
た
け
れ
ど
、
そ
の
背
後
に
あ
っ
た
術
理
や
、
思
考
や
、
実
感
は
、
言
葉
を
は
る
か
に
超
え
て
い
た
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、
描
く
こ
と
で
し
か
説
明
で
き

な
い
も
の
だ
っ
た
。

菊
を
描
く
こ
と
が
で
き
た
喜
び
は
、
何
か
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
喜
び
で
は
な
か
っ
た
。
そ
う
で
な
く
て
、
小
さ
な
命
と
共
に
生
き
て
い
て
、
自
分
も
ま
た
命
の
一
つ
な
の

だ
と
感
じ
る
繊
細
で
み
ず
み
ず
し
い
瞬
間
だ
っ
た
。
そ
こ
に
は
意
志
は
な
か
っ
た
。
た
だ
そ
の
経
験
だ
け
が
あ
っ
た
。

描
き
続
け
て
い
た
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
瞬
間
、
自
分
が
幸
福
で
あ
っ
た
こ
と
に
驚
き
な
が
ら
筆
を
置
い
た
。

次
の
文
章
は
、
大
学
一
年
生
の
「
僕
（
青
山
）
」
が
、
水
墨
画
展
覧
会
の
表
彰
式
終
了
後
に
、
「
千
瑛
」
と
会
話
を
す
る
場
面
で
あ
る
。
「
僕
」
は
、
高
校
生
の

ち

あ
き

時
に
両
親
を
交
通
事
故
で
亡
く
し
て
以
来
心
を
閉
ざ
し
無
気
力
に
生
き
て
い
た
が
、
水
墨
画
の
大
家
で
あ
る
「
湖
山
先
生
」
に
偶
然
才
能
を
見
出
さ
れ
、
水
墨
画

こ

ざ
ん

を
教
わ
る
こ
と
に
な
る
。
「
湖
山
先
生
」
の
孫
の
「
千
瑛
」
と
「
僕
」
は
、
展
覧
会
大
賞
の
湖
山
賞
を
賭
け
て
共
に
修
行
を
重
ね
て
き
て
い
た
。
こ
れ
を
読
ん
で
、

か

①
～
⑥
に
答
え
な
さ
い
。
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そ
の
絵
が
、
い
ま
千
瑛
の
目
の
前
に
あ
っ
た
。

千
瑛
は
絵
を
見
て
、
最
後
に
は
微
笑
ん
だ
。

「
こ
れ
が
青
山
君
の
美
な
の
ね
」

と
、
千
瑛
は
独
り
言
の
よ
う
に

呟

い
た
。
そ
れ
か
ら
大
き
く
息
を
吐
い
て
、
肩
の
力
を
ガ
ク
ッ
と
抜
く
と
、
諦
め
た
よ
う
に
笑
っ
て
見
せ
た
。
僕
も
そ
の
ⓓ
朗
ら
か
な
し
ぐ
さ
を
見

つ
ぶ
や

て
笑
っ
て
し
ま
っ
た
。
千
瑛
は
握
手
を
求
め
て
き
た
。
僕
が
そ
の
意
味
が
分
か
ら
ず
躊
躇
っ
て
い
る
と
、
千
瑛
は
整
っ
た
大
き
な
唇
を
開
い
て
、

た

め

ら

「
ⓔ
湖
山
賞
は
私
が
頂
い
た
け
れ
ど
、
勝
負
は
私
の
敗
け
ね
」

ま

と
穏
や
か
な
声
で
言
っ
た
。

僕
は
わ
け
の
分
か
ら
な
い
ま
ま
、
千
瑛
の
瞳
に
理
由
を
問
い
返
し
た
。

「
お
祖
父
ち
ゃ
ん
も
翠
山
先
生
も
本
当
は
、
あ
な
た
に
湖
山
賞
を
あ
げ
た
か
っ
た
の
よ
。
な
ん
と
な
く
そ
ん
な
気
が
す
る
わ
。
技
術
で
は
確
か
に
、
私
が
あ
な
た
よ
り
も
上
を
い
っ
て

す
い
ざ
ん

い
る
と
思
う
。
で
も
、
水
墨
の
本
質
に
、
命
そ
の
も
の
に
、
よ
り
深
く
ぎ
り
ぎ
り
ま
で
近
づ
け
た
の
は
あ
な
た
の
ほ
う
よ
。
こ
の
違
い
は
、
ほ
か
の
人
に
は
分
か
ら
な
い
か
も
し
れ
な

い
。
で
も
私
や
湖
峰
先
生
や
湖
栖
先
生
、
そ
し
て
お
祖
父
ち
ゃ
ん
た
ち
に
は
、
は
っ
き
り
と
分
か
る
。
水
墨
が
心
を
描
く
絵
画
、
命
を
描
く
絵
画
な
の
だ
と
し
た
ら
…
…
、
私
の
敗
け

こ

ほ
う

こ

せ
い

ね
」僕

は
千
瑛
の
手
を
ゆ
っ
く
り
と
握
っ
た
。

「
違
う
よ
、
千
瑛
さ
ん
。
ⓕ
千
瑛
さ
ん
が
受
賞
し
た
こ
と
に
は
、
確
か
に
意
味
が
あ
る
。
僕
は
こ
の
絵
を
描
き
な
が
ら
、
自
分
に
足
り
な
か
っ
た
も
の
を
感
じ
た
ん
だ
よ
」

「
あ
な
た
に
足
り
な
い
も
の
？
」

「
そ
う
。
僕
は
確
か
に
自
分
の
心
を
描
け
た
か
も
し
れ
な
い
。
で
も
、
自
分
の
生
き
方
を
描
い
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
。
千
瑛
さ
ん
の
技
術
は
、
千
瑛
さ
ん
の
美
し
い
生
き
方
そ
の
も
の
だ
。

水
墨
に
専
心
し
、
ひ
た
む
き
に
何
か
を
続
け
て
追
い
求
め
て
き
た
純
粋
な
姿
勢
。
そ
の
ひ
た
む
き
さ
は
、
誰
か
の
心
を
動
か
す
ん
だ
と
思
う
。
僕
は
、
千
瑛
さ
ん
の
絵
に
動
か
さ
れ
た
。

僕
に
は
そ
の
こ
と
が
分
か
る
よ
」

「
あ
り
が
と
う
、
青
山
君
」

僕
は
う
な
ず
い
た
。

「
そ
の
こ
と
を
湖
山
先
生
も
翠
山
先
生
も
理
解
し
て
い
る
ん
だ
よ
。
水
墨
が
線
の
芸
術
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
線
と
は
生
き
方
そ
の
も
の
で
も
あ
る
か
ら
。
千
瑛
さ
ん
は
そ
れ
を
描
く
こ

と
が
で
き
た
ん
だ
。
湖
山
賞
、
受
賞
お
め
で
と
う
。
僕
は
あ
な
た
の
絵
が
あ
っ
た
か
ら
、
こ
こ
に
い
る
ん
だ
よ
」

千
瑛
は
う
な
ず
い
た
。
目
に
涙
を
浮
か
べ
て
い
た
。

真
っ
黒
な
二
つ
の
瞳
が
し
っ
か
り
と
僕
を
捉
え
て
い
た
。

僕
は
微
笑
ん
だ
。

こ
の
三
年
間
、
ほ
と
ん
ど
笑
わ
な
か
っ
た
せ
い
で
、
表
情
筋
が
運
動
不
足
だ
っ
た
か
ら
何
処
か
不
自
然
に
見
え
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
千
瑛
は
、
僕
が
微
笑
ん
で
い
る
こ
と
に
気
づ

ど

こ

く
と
、
大
き
く
笑
っ
た
。
そ
の
笑
顔
は
ま
る
で
大
輪
の
牡
丹
の
よ
う
だ
っ
た
。

ぼ

た
ん
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僕
に
と
っ
て
、
受
賞
よ
り
も
そ
の
笑
み
の
ほ
う
が
ず
っ
と
価
値
が
あ
っ
た
。
誰
か
と
い
っ
し
ょ
に
同
じ
時
間
を
分
か
ち
合
う
こ
と
の
意
味
を
、
こ
ん
な
と
き
ど
う
や
っ
て
伝
え
た
ら

い
い
の
だ
ろ
う
？

「
こ
れ
か
ら
も
よ
ろ
し
く
ね
。
青
山
君
」

と
千
瑛
は
言
っ
た
。
優
し
い
声
だ
っ
た
。

僕
は
う
な
ず
い
た
。

千
瑛
は
ま
た
す
ぐ
に
祝
辞
を
述
べ
に
来
た
多
く
の
人
た
ち
に
取
り
囲
ま
れ
て
し
ま
い
、
僕
は
そ
こ
か
ら
離
れ
た
。

僕
は
展
覧
会
の
会
場
を
一
人
で
ゆ
っ
く
り
と
回
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
水
墨
画
を
丁
寧
に
眺
め
た
。

Ａ

と
言
っ
て
も
い
い
壮
麗
な
景
色
だ
っ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
た
ち
が
自
分
た

ち
の
想
い
を
描
き
、
壁
を
飾
っ
て
い
た
。
僕
は
そ
の
壁
に
飾
ら
れ
た
数
え
き
れ
な
い
ほ
ど
の
絵
を
、
こ
れ
ま
で
感
じ
た
こ
と
の
な
い
穏
や
か
な
気
持
ち
で
眺
め
て
い
た
。

僕
は
ふ
い
に
自
分
が
ず
っ
と
思
い
つ
け
な
か
っ
た
言
葉
に
気
が
付
い
た
。

「
僕
は
満
た
さ
れ
て
い
る
」

と
、
ま
る
で
他
人
事
の
よ
う
に
、
言
葉
に
し
た
。
自
分
自
身
の
幸
福
で
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
じ
ゃ
な
い
。
ⓖ
誰
か
の
幸
福
や
思
い
が
、
窓
か
ら
差
し
込
む
光
の
よ
う
に
僕
自
身
の

ひ

と

ご
と

中
に
映
り
込
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
、
僕
は
幸
福
な
の
だ
と
思
っ
た
。

（
出
典

砥
上
裕
將
「
線
は
、
僕
を
描
く
」）

と

が
み
ひ
ろ
ま
さ

（
注
）
水
墨
画

墨
の
黒
一
色
で
描
か
れ
る
絵
画
。
墨
の
濃
淡
や
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
、
筆
づ
か
い
（
筆
致
）
な
ど
に
よ
っ
て
繊
細
な
表
現
が
な
さ
れ
る
。

術
理

技
の
元
に
な
る
理
屈
や
思
想
。

翠
山
先
生

湖
山
先
生
に
並
ぶ
水
墨
画
の
大
家
。
後
出
の
「
湖
峰
先
生
」
と
「
湖
栖
先
生
」
は
、「
僕
」
と
千
瑛
の
兄
弟
子
。

①

の
部
分
ⓐ
、
ⓓ
の
漢
字
の
読
み
を
書
き
な
さ
い
。

②

Ａ

に
入
れ
る
こ
と
ば
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

十
人
十
色

イ

風
光
明
媚

ウ

玉
石
混
交

エ

百
花

繚

乱

め
い

び

り
ょ
う
ら
ん
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③

「
ⓑ
言
葉
も
な
い
わ
ね
…
…
、
本
当
に
」
と
あ
る
が
、
こ
の
「
千
瑛
」
の
こ
と
ば
を
、
こ
の
と
き
の
「
僕
」
は
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
る
か
。
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当

な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

千
瑛
の
絵
に
勝
る
と
も
劣
ら
な
い
素
晴
ら
し
い
作
品
を
目
に
し
て
、
感
極
ま
っ
て
自
然
に
こ
ぼ
れ
出
た
こ
と
ば
だ
と
「
僕
」
は
受
け
と
め
て
い
る
。

イ

千
瑛
の
絵
に
比
べ
て
華
の
な
い
期
待
を
下
回
る
作
品
を
目
に
し
て
、
落
胆
の
あ
ま
り
思
わ
ず
発
し
た
こ
と
ば
だ
と
「
僕
」
は
受
け
と
め
て
い
る
。

ウ

千
瑛
の
絵
よ
り
も
色
彩
の
少
な
い
地
味
な
作
品
を
目
に
し
て
、
ど
う
誉
め
る
か
を
考
え
あ
ぐ
ね
て
の
こ
と
ば
だ
と
「
僕
」
は
受
け
と
め
て
い
る
。

エ

千
瑛
の
絵
の
完
成
度
に
及
ば
な
い
練
習
不
足
の
作
品
を
目
に
し
て
、
こ
み
上
げ
る
怒
り
を
こ
ら
え
て
の
こ
と
ば
だ
と
「
僕
」
は
受
け
と
め
て
い
る
。

④

「
ⓒ
そ
れ
が
、
ど
れ
だ
け
拙
く
…
…
ど
う
で
も
よ
か
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
「
僕
」
の
様
子
を
説
明
し
た
次
の
文
の

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、
文
章

中
か
ら
二
十
五
字
で
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

完
成
し
た
絵
の
評
価
よ
り
も
、
花
に
教
え
ら
れ
る
よ
う
に
自
然
に
手
を
動
か
し
て
自
分
の
心
を
描
き
き
る
こ
と
が
で
き
、
自
分
は

と
感
じ
ら
れ
た
瞬
間
の
喜
び
の

方
が
ず
っ
と
尊
い
も
の
だ
と
思
い
、
満
ち
足
り
た
気
持
ち
で
い
る
。

⑤

「
ⓔ
湖
山
賞
は
…
…
私
の
敗
け
ね
」
、
「
ⓕ
千
瑛
さ
ん
が
…
…
意
味
が
あ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
と
き
の
「
千
瑛
」
と
「
僕
」
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の

Ｘ

、

Ｙ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、

Ｘ

は
文
章
中
か
ら
十
五
字
以
内
で
抜
き
出
し
、

Ｙ

は
三
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

千
瑛
は
、
水
墨
画
と
は

Ｘ

だ
と
考
え
、
そ
れ
を
具
現
化
で
き
た
「
僕
」
こ
そ
が
湖
山
賞
に
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
い
る
が
、「
僕
」
は
、
水
墨
画
を
線
の
芸
術
と
捉
え
、

千
瑛
の
描
く
美
し
い
線
は
、

Ｙ

で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
人
の
心
を
打
つ
の
で
、
や
は
り
千
瑛
が
受
賞
す
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。

⑥

「
ⓖ
誰
か
の
幸
福
や
…
…
幸
福
な
の
だ
と
思
っ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
部
分
の
表
現
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。

一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

こ
の
部
分
に
は
隠
喩
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
人
々
の
想
い
を
「
光
」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
墨
画
を
通
し
て
出
会
っ
た
人
た
ち
と
の
関
わ
り
の
中
で
「
僕
」
が

成
長
し
、
自
分
の
外
部
の
人
の
想
い
を
輝
か
し
い
も
の
と
し
て
肯
定
的
に
受
け
と
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

イ

こ
の
部
分
に
は
反
復
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
幸
福
と
い
う
こ
と
ば
を
二
度
繰
り
返
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
墨
画
を
通
し
て
出
会
っ
た
人
た
ち
と
の
関
わ
り
の
中
で
「
僕
」
が

成
長
し
、
周
囲
の
親
し
い
人
た
ち
の
幸
福
を
自
分
自
身
の
幸
福
と
同
様
に
素
直
に
喜
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。

ウ

こ
の
部
分
に
は
直
喩
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
人
々
の
想
い
を
窓
か
ら
差
し
込
む
光
で
た
と
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
墨
画
を
通
し
て
出
会
っ
た
人
た
ち
と
の
関
わ
り
の
中
で

「
僕
」
が
成
長
し
、
自
分
以
外
の
誰
か
の
想
い
を
受
け
入
れ
て
心
が
温
か
く
満
た
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
印
象
づ
け
て
い
る
。

エ

こ
の
部
分
に
は
対
句
法
が
用
い
ら
れ
て
お
り
、
誰
か
の
幸
福
と
「
僕
」
の
幸
福
を
並
べ
て
書
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
水
墨
画
を
通
し
て
出
会
っ
た
人
た
ち
と
の
関
わ
り
の
中
で
「
僕
」

が
成
長
し
、
他
人
の
幸
福
で
心
が
満
た
さ
れ
て
い
る
自
分
を
幸
福
だ
と
感
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
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２

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
①
～
⑤
に
答
え
な
さ
い
。
た
だ
し
設
問
の
都
合
上
、
一
部
省
略
・
改
変
し
た
箇
所
が
あ
る
。

清
少
納
言
は
鳥
が
好
き
だ
っ
た
に
違
い
な
い
。
鋭
い
観
察
が
残
さ
れ
て
い
る
。
な
か
で
も
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
深
い
愛
着
を
感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。

郭

公
は
、
ⓐ
な
ほ
、
さ
ら
に
い
ふ
べ
き
か
た
な
し
。
い
つ
し
か
、
し
た
り
顔
に
も
聞
え
た
る
に
、
卯
の
花
、
花

橘

な
ど
に
や
ど
り
を
し
て
、
は
た
隠
れ
た
る
も
、
ね
た

ほ
と
と
ぎ
す

き
こ

う

は
な
た
ち
ば
な

げ
な
る
心
ば
へ
な
り
。
五
月
雨
の
み
じ
か
き
夜
に
寝
覚
を
し
て
、
い
か
で
人
よ
り
さ
き
に
ⓑ
聞
か
む
と
待
た
れ
て
、
夜
深
く
う
ち
い
で
た
る
声
の
、
ら
う
ら
う
じ
う
愛

敬

づ

ね

ざ
め

あ
い
ぎ
や
う

き
た
る
、
い
み
じ
う
心
あ
く
が
れ
、
せ
ん
か
た
な
し
。
六
月
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
音
も
せ
ず
な
り
ぬ
る
、
す
べ
て
い
ふ
も
お
ろ
か
な
り
。
よ
る
鳴
く
も
の
、
な
に
も
な
に
も
め

で
た
し
。（
四
一
）

（
中
略
）
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
わ
ず
か
一
ヵ
月
し
か
人
々
の
耳
目
に
触
れ
な
い
。
六
月
に
入
る
と
ぱ
っ
た
り
鳴
か
な
く
な
る
の
も
、
一
通
り
の
形
容
で
は
言
い
尽
く
せ
な
い
ほ
ど
す
ば
ら

し
い
。
プ
ラ
ス
の
評
価
の
文
章
だ
け
に
、
こ
の
数
行
に
は
中
世
の
音
文
化
に
つ
い
て
の
ヒ
ン
ト
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
は
、
鳥
の
鳴
き
声
を
聞
く
た
め
、
五
月
の
早
朝
に

わ
ざ
わ
ざ
起
き
出
す
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
五
月
雨
の
こ
ろ
の
短
夜
に
、
目
を
さ
ま
し
て
、
な
ん
と
か
し
て
人
よ
り
先
に
そ
の
声
を
聞
こ
う
と
待
ち
遠
し
く
思
う
う
ち
に
、

明
け
方
の
闇
の
な
か
に
鳴
い
た
そ
の
声
の
巧
み
さ
、
か
わ
い
ら
し
さ
は
、
ⓒ
魂
も
そ
ち
ら
に
さ
ま
よ
い
出
る
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
気
持
ち
が
惹
か
れ
る
」
（
現
代
語
訳
）。
こ
れ
は
声
の

ひ

美
し
さ
よ
り
、
夏
の
到
来
を
ひ
と
あ
し
早
く
感
じ
た
い
と
い
う
人
々
の
願
望
で
あ
る
。（
中
略
）

ま
た
、
第
四
一
段
で
彼
女
が
示
し
た
、
ⓓ
音
文
化
へ
の
も
う
ひ
と
つ
の
視
点
は
、「
夜
鳴
く
も
の
、
な
に
も
な
に
も
め
で
た
し
」
と
い
う
評
価
に
現
れ
た
、
音
と
夜
と
の
つ
な
が
り
へ

の
着
目
に
あ
る
。
ホ
ト
ト
ギ
ス
は
特
に
夜
か
ら
明
け
方
に
鳴
く
か
ら
、
好
ま
し
い
の
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
夜
な
ら
ば
よ
い
の
か
。（
中
略
）

夜
と
い
え
ば
、
私
た
ち
が
平
安
文
学
に
お
い
て
親
し
い
の
は
、
物
怪
な
ど
霊
的
な
存
在
の
出
現
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
文
学
の
世
界
に
固
有
な
の
で
は
な
く
、
現
実
の
現
象
に

も
の
の
け

文
学
が
追
従
し
た
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
も
、
何
度
と
な
く
物
怪
は
夜
に
現
れ
、
人
々
の
魂
を
抜
き
取
っ
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
で
物
怪
の
夜
の
出
現
と
、
音

は
夜
に
ふ
さ
わ
し
い
と
い
う
認
識
は
、
無
関
係
な
こ
と
で
は
な
い
。
笹
本

正

治
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
古
代
・
中
世
の
人
々
に
と
っ
て
、
夜
は
神
々
や
妖
怪
、
魔
物
、
精
霊
の
支
配
す

さ
さ
も
と
し
ょ
う

じ

る
世
界
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
人
間
が
対
応
す
る
た
め
に
、
音
を
媒
介
と
し
て
交
信
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
今
日
に
お
い
て
も
神
事
の
多
く
は
夜
に
行
な
わ
れ
る
し
、
闇
と
い
う

視
覚
が
奪
わ
れ
た
状
況
に
お
い
て
、
音
こ
そ
が
神
に
何
か
を
伝
え
る
最
も
効
果
的
な
手
段
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
管
絃
の
御
遊
び
に
し
て
も
、
単
な
る
余
暇
の
娯
楽
で
は
な
く
、
人
々

か
ん
げ
ん

と
同
時
に
神
仏
も
ま
た
聴
い
て
い
た
の
だ
ろ
う
し
、
鳥
の
声
も
ま
た
耳
を
楽
し
ま
せ
る
た
め
だ
け
の
単
純
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
は
、
西
村

亨

が
指
摘
す
る

に
し
む
ら
と
お
る

よ
う
に
、
冥
土
の
鳥
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
付
着
し
て
い
る
。

め
い

ど

ⓔ
し
で
の
山

越
え
て
来
つ
ら
む

ほ
と
と
ぎ
す

恋
し
き
人
の
う
へ

語
ら
な
む

（
『
拾
遺
集
』）

を

た
の
だ
ろ
う

よ
。

様
子
を

語
っ
て
ほ
し
い
。

「
し
で
」
と
は
「
死
出
」
あ
る
い
は
「
死
天
」
で
あ
り
、
冥
界
の
山
か
ら
飛
ん
で
き
た
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
、
亡
く
な
っ
た
人
の
様
子
を
聞
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ホ
ト
ト

ギ
ス
へ
の
こ
の
よ
う
な
意
味
づ
け
は
、
そ
れ
が
夜
に
鳴
く
と
い
う
こ
と
と
深
い
関
係
が
あ
る
。

（
出
典

中
川
真
「
平
安
京

音
の
宇
宙
」）

な
か
が
わ
し
ん
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（
注
）
笹
本
正
治

歴
史
学
者
。

管
絃
の
御
遊
び

音
楽
を
演
奏
す
る
こ
と
。

西
村
亨

国
文
学
・
民
俗
学
者
。

①

「
ⓐ
な
ほ
、
さ
ら
に
い
ふ
べ
き
か
た
な
し
」
の
読
み
を
、
現
代
か
な
づ
か
い
を
用
い
て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。

②

「
ⓑ
聞
か
む
」
の
意
味
を
、
文
章
中
の
現
代
語
訳
か
ら
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

③

「
ⓒ
魂
も
…
…
惹
か
れ
る
」
に
当
た
る
こ
と
ば
を
、
古
文
（
本
文
２
行
目
「
郭
公
は
、」
～
５
行
目
「
め
で
た
し
。
」）
の
中
か
ら
五
字
で
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

④

「
ⓓ
音
文
化
へ
の
も
う
ひ
と
つ
の
視
点
」
と
あ
る
が
、
筆
者
の
考
え
る
「
音
文
化
」
の
説
明
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

鳴
く
鳥
の
声
で
夏
の
到
来
を
い
ち
早
く
感
じ
た
い
と
い
う
文
化
と
、
夜
の
音
に
よ
っ
て
霊
的
な
世
界
と
交
信
で
き
る
と
考
え
る
文
化
。

イ

鳴
く
鳥
の
声
で
朝
は
早
く
起
き
出
し
て
お
く
と
い
う
文
化
と
、
夜
の
音
に
よ
っ
て
物
怪
が
出
現
し
て
く
る
と
考
え
る
文
化
。

ウ

鳴
く
鳥
の
声
で
初
夏
の
終
了
を
知
る
と
い
う
文
化
と
、
音
は
夜
の
も
の
こ
そ
神
聖
で
畏
れ
多
い
も
の
だ
と
考
え
る
文
化
。

お
そ

エ

鳴
く
鳥
の
声
で
季
節
の
変
化
を
一
足
先
に
感
じ
る
と
い
う
文
化
と
、
音
は
夜
の
も
の
こ
そ
全
て
を
伝
え
て
く
れ
る
も
の
だ
と
考
え
る
文
化
。

⑤

「
ⓔ
し
で
の
山
…
…
」
の
歌
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の

Ⅰ

～

Ⅲ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、

Ⅰ

は
四
字
、

Ⅱ

は
二
字
で
、
そ
れ
ぞ
れ
文

章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
き
、

Ⅲ

は
文
章
中
の
語
を
使
い
一
語
の
形
容
詞
に
し
て
二
字
で
書
き
な
さ
い
。

ホ
ト
ト
ギ
ス
は
、

Ⅰ

こ
と
か
ら
、
冥
界
と

Ⅱ

す
る
手
段
と
な
る
鳥
と
考
え
ら
れ
た
た
め
、
こ
の
歌
の
よ
う
に
、
恋
し
き
人
、
つ
ま
り
今
は

Ⅲ

人
の
様
子

を
ホ
ト
ト
ギ
ス
に
語
っ
て
ほ
し
い
と
願
う
発
想
も
生
ま
れ
た
。
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３

次
の
文
章
は
、
経
済
学
者
の
堂
目
卓
生
が
書
い
た
文
章
で
あ
る
。
こ
れ
を
読
ん
で
、
①
～
⑥
に
答
え
な
さ
い
。

ど
う

め

た
く

お

経
済
は
英
語
で

econom
y

（
エ
コ
ノ
ミ
ー
）
と
い
い
ま
す
ね
。「
エ
コ
」
は
、
エ
コ
ロ
ジ
ー
の
エ
コ
と
同
じ
で
生
活
す
る
場
所
を
、「
ノ
ミ
ー
」
は
ギ
リ
シ
ャ
語
の
ノ
モ
ス
を
源
と
す

る
言
葉
で
、
法
を
意
味
し
ま
す
。

ど
ん
な
生
活
圏
で
も
資
源
は
限
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
分
か
ち
あ
え
ば
共
同
体
が
よ
り
安
全
で
快
適
に
な
る
か
。
そ
の
ル
ー
ル
が
エ
コ
ノ
ミ
ー
で
、
日
本
語
で
は
、

中
国
語
の
経
世
と
済
民
と
い
う
言
葉
を
も
と
に
「
経
済
」
と
言
わ
ⓐ
れ
ま
す
。
済
民
と
は
貧
困
の
中
に
い
る
民
を
救
う
こ
と
、
経
世
は
、
世
の
中
を
整
え
る
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
こ
の
経
済
と
い
う
言
葉
は
誤
解
さ
れ
っ
ぱ
な
し
で
、
現
代
で
は
経
済
成
長
、
経
済
効
率
な
ど
、
物
質
的
な
豊
か
さ
を
増
す
こ
と
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
て
い
ま
す
。
経
済

学
の
祖
ⓑ
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
国
富
論
」（
１
７
７
６
年
）
が
偏
っ
た
解
釈
を
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
誤
解
に
輪
を
か
け
ま
し
た
。

み
な
さ
ん
、
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
で
し
ょ
う
。
富
を
分
か
ち
あ
う
気
の
な
い
人
が
、
利
己
的
に
活
動
を
し
て
も
、
そ
の
方
が
か
え
っ
て
全
体
の
富
を
増
大
さ
せ
る
、
そ
れ
が
ス
ミ
ス

の
い
う
「
見
え
ざ
る
手
」
だ
と
。

こ
れ
も
、
あ
る
意
味
、
誤
解
で
す
。
ス
ミ
ス
は
最
初
の
著
作
「
道
徳
感
情
論
」（
１
７
５
９
年
）
で
、
人
が
野
放
図
に
富
の
獲
得
を
目
指
せ
ば
社
会
の
秩
序
は
乱
れ
る
と
論
じ
ま
す
。

の

ほ
う

ず

そ
し
て
富
へ
の
欲
望
だ
け
で
な
く
、
人
間
に
あ
る
も
う
一
つ
の
本
性
を
使
お
う
、
そ
の
能
力
を
使
え
ば
富
を
得
な
が
ら
も
富
に
囚
わ
れ
ず
、
心
の
平
静
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と
書

と
ら

い
て
い
ま
す
。

そ
れ
が
「
共
感
」、
シ
ン
パ
シ
ー
で
す
。
誰
で
も
人
が
泣
い
て
い
た
ら
悲
し
い
し
、
喜
ん
で
い
た
ら
一
緒
に
笑
い
た
く
な
る
。
こ
う
し
た
共
感
は
、
ⓒ
ソ
ン
ト
ク
勘
定
と
は
別
の
能
力

で
、
人
間
に
自
然
と
備
わ
っ
て
い
る
。
家
族
だ
っ
た
ら
自
分
だ
け
食
べ
て
、
他
の
人
に
食
べ
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
は
し
ま
せ
ん
ね
。
当
然
、
分
け
あ
い
ま
す
。
他
人
で
も
目
の
前
に

飢
え
て
い
る
人
が
い
れ
ば
、
自
分
が
相
手
の
立
場
だ
っ
た
ら
ど
ん
な
気
持
ち
に
な
る
か
想
像
し
、
利
他
的
な
行
動
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
共
感
に
よ
っ
て
自
分
の
行
動
を
制

御
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
自
由
な
経
済
活
動
を
し
て
も
、
お
の
ず
か
ら
最
低
限
の
富
が
全
体
に
行
き
渡
る

こ
れ
が
「
見
え
ざ
る
手
」
に
よ
っ
て
ス
ミ
ス
が
イ
メ
ー

ジ
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

ス
ミ
ス
が
、
自
分
や
自
国
だ
け
が
儲
か
れ
ば
よ
い
、
と
考
え
て
い
な
か
っ
た
こ
と
は
、
彼
が
重
商
主
義
と
呼
ば
れ
る
当
時
の
保
護
貿
易
政
策
を
徹
底
批
判
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も
明

も
う

ら
か
で
す
。
「
交
換
」
を
重
視
し
た
ス
ミ
ス
は
言
語
も
文
化
も
違
う
外
国
を
、
友
好
を
取
り
結
ぶ
べ
き
交
換
相
手
と
考
え
、
資
源
を
奪
い
合
う
敵
と
は
考
え
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。「
交

換
」
と
は
、「
私
が
必
要
と
す
る
も
の
を
く
だ
さ
い
、
か
わ
り
に
あ
な
た
が
必
要
と
す
る
も
の
を
あ
げ
ま
す
」
と
い
う
も
の
で
、
双
方
の
共
感
に
も
と
づ
く
行
為
と
考
え
た
の
で
す
。
で

す
か
ら
、
植
民
地
を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
多
く
の
命
と
莫
大
な
資
源
を
軍
事
に
費
や
す
英
仏
間
の
戦
争
は
、「
政
府
に
よ
る
浪
費
」
で
あ
り
、
経
世
に
も
済
民
に
も
な
ら
な
い
と
批
判
し
た

の
で
す
。

で
は
、
な
ぜ
、
ス
ミ
ス
は
誤
解
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
蒸
気
機
関
の
時
代
に
生
き
た
ス
ミ
ス
の
予
想
を
は
る
か
に
超
え
た
ス
ピ
ー
ド
と
規
模
で
科
学
技
術
が
発
達
し
、
富
と

人
口
が
爆
発
的
に
増
え
、
物
が
豊
か
に
な
り
、
消
費
が
増
え
れ
ば
幸
せ
に
な
る
と
い
う
世
界
観
が
誕
生
し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。

富
や
地
位
へ
の
野
心
は
、
勤
勉
、
創
意
工
夫
な
ど
を
通
じ
て
繁
栄
に
貢
献
し
ま
し
た
。
一
方
で
、
物
の
豊
か
さ
に
目
を
奪
わ
れ
、
目
に
見
え
な
い
文
化
や
習
慣
、
伝
統
な
ど
は
軽
ん
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じ
ら
れ
ま
し
た
。
そ
し
て
、
歯
止
め
の
か
か
ら
な
い
野
心
、
利
己
心
か
ら
、
今
や
富
は
偏
在
し
、
少
数
の
富
裕
層
が
世
界
の
資
産
の
大
半
を
握
り
、
貧
し
い
人
は
置
き
去
り
に
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
結
果
、
他
人
を
顧
み
な
い
富
の
追
求
が
経
済
だ
と
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

こ
う
し
た
経
済
の
学
祖
と
さ
れ
て
い
る
の
を
ス
ミ
ス
が
知
っ
た
ら
、
さ
ぞ
か
し
不
本
意
で
し
ょ
う
。
同
時
に
米
中
貿
易
紛
争
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
保
護
主
義
的
な
介
入
を
見
た
ら
、

ⓓ
約
２
５
０
年
前
の
重
商
主
義
時
代
と
な
ん
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
、
と
嘆
く
で
し
ょ
う
。

今
日
、
成
長
の
限
界
が
い
た
る
と
こ
ろ
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
ま
す
。
１
人
当
た
り
の
生
活
水
準
、
消
費
量
が
増
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
二
酸
化
炭
素
の
排
出
量
の
増
加
に
伴
う
地
球

温
暖
化
や
、
資
源
の
乱
獲
、
水
不
足
、
人
口
爆
発
、
格
差
の
拡
大
な
ど
、
先
送
り
で
き
な
い
問
題
が
、
目
の
前
に
山
積
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
人
口
減
少
と
高
齢
化
に
さ
ら
さ
れ
る
日

本
で
は
、
家
庭
や
地
域
と
い
っ
た
社
会
を
支
え
る
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
ⓔ
ホ
ウ
カ
イ
が
叫
ば
れ
て
い
ま
す
。

日
本
を
含
む
世
界
を
大
き
な
船
に
た
と
え
た
ら
、
今
そ
の
船
底
に
は
多
く
の
穴
が
開
い
て
い
て
、
穴
か
ら
水
が
入
っ
て
き
て
い
ま
す
。
な
す
べ
き
こ
と
は
、
上
層
階
の
１
等
船
室
に

逃
げ
込
む
こ
と
で
は
な
く
、
船
底
に
行
っ
て
穴
を
ふ
さ
ぐ
こ
と
で
す
。

細
分
化
さ
れ
、
内
向
き
に
な
っ
た
学
問
の
ま
ま
で
は
、
現
代
の
諸
課
題
に
は
対
応
で
き
ま
せ
ん
。
ⓕ
穴
を
ふ
さ
ぐ
た
め
に
大
事
な
こ
と
は
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
原
点
に
立
ち
返
り
、
様
々

な
問
題
を
、
分
か
ち
あ
い
の
精
神
で
考
え
る
こ
と
で
す
。

（
出
典

堂
目
卓
生

令
和
二
年
一
月
二
十
六
日
付
「
讀
賣
新
聞
」）

よ
み
う
り

（
注
）
野
放
図
に

身
勝
手
に
。

重
商
主
義

他
国
か
ら
の
輸
入
を
最
小
限
に
抑
え
る
一
方
で
輸
出
を
増
大
さ
せ
て
、
自
分
の
国
に
富
が
蓄
積
で
き
る
よ
う
に
す
る
自
国
保
護
主
義
の
経
済
政
策
。

①

の
部
分
ⓒ
、
ⓔ
を
漢
字
に
直
し
て
楷
書
で
書
き
な
さ
い
。

か
い
し
ょ

②

「
ⓐ
れ
」
の
品
詞
に
つ
い
て
説
明
し
た
次
の
文
の

Ⅰ

、

Ⅱ

に
そ
れ
ぞ
れ
入
る
こ
と
ば
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。

一
つ
答
え
な
さ
い
。

「
れ
」
は

Ⅰ

活
用
動
詞
の
未
然
形
に
付
い
て
、

Ⅱ

の
意
味
を
表
す
助
動
詞
で
あ
る
。

ア

Ⅰ

五
段

Ⅱ

受
け
身

イ

Ⅰ

五
段

Ⅱ

可
能

ウ

Ⅰ

上
一
段

Ⅱ

受
け
身

エ

Ⅰ

上
一
段

Ⅱ

可
能
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③

「
ⓑ
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
…
…
解
釈
を
さ
れ
て
き
た
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
筆
者
の
考
え
を
も
と
に
整
理
し
た
次
の
表
の

Ａ

、

Ｂ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ

と
ば
を
、
そ
れ
ぞ
れ
三
字
以
内
で
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
書
き
な
さ
い
。

【
ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
「
見
え
ざ
る
手
」
に
つ
い
て
】

一
般
的
な
解
釈

己
の
欲
望
に
も
と
づ
く

Ａ

な
行
動

→
（
自
由
な
経
済
活
動
）

→

全
体
の
富
が
増
大
す
る

筆
者
の
解
釈

Ｂ

に
も
と
づ
く
抑
制
的
な
行
動

→
（
自
由
な
経
済
活
動
）

→

全
体
に
最
低
限
の
富
が
行
き
渡
る

④

「
ⓓ
約
２
５
０
年
前
の
…
…
嘆
く
で
し
ょ
う
」
と
あ
る
が
、
筆
者
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
根
拠
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。

一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
、
自
国
の
利
益
だ
け
を
考
え
た
経
済
活
動
を
長
期
間
続
け
て
い
る
と
世
界
全
体
の
富
が
減
少
し
て
し
ま
う
こ
と
に
危
機
感
を
示
し
て
い
た
こ
と
。

イ

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
、
必
要
な
も
の
を
何
で
も
貿
易
相
手
国
と
交
換
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
勤
勉
や
創
意
工
夫
の
意
義
が
失
わ
れ
る
と
い
う
心
配
を
し
て
い
た
こ
と
。

ウ

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
、
文
化
や
習
慣
の
違
う
国
に
こ
そ
富
の
源
泉
が
眠
っ
て
い
る
と
想
像
し
て
他
国
と
は
友
好
で
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
考
え
を
支
持
し
て
い
た
こ
と
。

エ

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
が
、
必
要
な
も
の
を
交
換
し
て
く
れ
る
貿
易
相
手
国
と
の
友
好
関
係
を
重
視
し
て
自
国
の
利
益
の
み
を
追
求
す
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
た
こ
と
。

⑤

「
ⓕ
穴
を
ふ
さ
ぐ
た
め
に
…
…
考
え
る
こ
と
で
す
」
と
あ
る
が
、
こ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
か
を
説
明
し
た
次
の
文
の

Ｘ

、

Ｙ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
こ
と
ば
を
、

Ｘ

は
文
章
中
か
ら
十
一
字
で
抜
き
出
し
て
書
き
、

Ｙ

は
四
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

物
質
的
な
豊
か
さ
を
幸
せ
の
基
準
と
し
て
消
費
を
増
や
し
、

Ｘ

を
続
け
た
結
果
引
き
起
こ
さ
れ
た
現
代
の
諸
課
題
に
対
応
す
る
に
は
、「
エ
コ
ノ
ミ
ー
」
と
は
本
来

Ｙ

で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
考
え
る
こ
と
が
大
切
だ
と
い
う
こ
と
。

⑥

こ
の
文
章
の
構
成
と
内
容
の
特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

冒
頭
で
ま
ず
キ
ー
ワ
ー
ド
の
定
義
を
示
す
こ
と
に
よ
り
、
日
本
語
の
「
経
済
」
の
意
味
と
対
比
し
や
す
く
し
て
、
西
洋
と
日
本
の
考
え
方
の
違
い
に
気
づ
か
せ
よ
う
と
し
て
い

る
。

イ

ア
ダ
ム
・
ス
ミ
ス
の
著
作
を
引
用
し
て
正
し
い
記
述
内
容
を
紹
介
し
た
上
で
、
経
済
に
つ
い
て
論
じ
る
た
め
に
は
原
典
に
当
た
る
こ
と
が
重
要
だ
と
、
根
拠
を
も
っ
て
主
張
し

て
い
る
。
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ウ

中
盤
で
問
題
提
起
を
し
て
そ
の
答
え
を
述
べ
て
い
く
形
を
と
る
こ
と
に
よ
り
、
科
学
技
術
の
発
達
と
と
も
に
人
々
の
価
値
観
が
大
き
く
変
化
し
た
こ
と
へ
と
、
論
を
展
開
し
て

い
る
。

エ

「
大
き
な
船
」
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
状
況
を
想
像
し
や
す
く
し
た
上
で
、
現
代
の
諸
問
題
は
全
世
界
を
巻
き
込
む
深
刻
な
も
の
で
あ
り
、
安
全
な
場
所
は
な
い
と
結
論
づ
け

て
い
る
。

※
問
題
は
次
の
ペ
ー
ジ
に
続
き
ま
す
。



- 11 -

４
四
人
の
中
学
生
が
、
敬
語
に
関
す
る
授
業
を
受
け
た
後
に
、
【
資
料
Ⅰ
】
～
【
資
料
Ⅲ
】
を
見
な
が
ら
会
話
を
し
て
い
る
。
次
の
【
四
人
の
中
学
生
の
会
話
】
を
読
ん
で
、

①
～
④
に
答
え
な
さ
い
。

【
四
人
の
中
学
生
の
会
話
】

幸
太

今
日
の
授
業
で
敬
語
に
つ
い
て
学
習
し
た
け
ど
、
敬
語
を
正
し
く
使
う
の
は
や
っ
ぱ
り
難
し
い
ね
。
実
は
昨
日
も
、

職
員
室
に
行
っ
た
と
き
に
、「
私
の
母
が
教
頭
先
生
に
お
会
い
に
な
り
た
い
そ
う
で
す
」
っ
て
伝
え
た
ら
、
敬
語
の
使

い
方
に
つ
い
て
注
意
さ
れ
て
し
ま
っ
た
ん
だ
。

麻
里

な
る
ほ
ど
、
そ
の
場
合
、

Ｘ

だ
っ
た
ね
。
授
業
で
も
、
間
違
い
や
す
い
と
こ
ろ
だ
と
先
生
が
強
調
さ
れ

て
い
た
よ
ね
。

春
香

幸
太
さ
ん
の
言
う
通
り
、
敬
語
を
適
切
に
使
う
の
は
難
し
い
よ
ね
。
私
も
先
週
、
部
活
動
の
練
習
中
に
、
先
輩
に
失
礼
な

言
い
方
を
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
あ
っ
た
よ
。
先
輩
は
何
も
言
わ
な
か
っ
た
け
ど
、
ち
ょ
っ
と
気
ま
ず
か
っ
た
な
。

高
志

麻
里
さ
ん
は
自
然
に
敬
語
表
現
が
使
え
て
い
て
素
敵
だ
ね
。
こ
れ
か
ら
高
校
生
に
な
っ
て
部
活
動
や
委
員
会
で
先

輩
た
ち
と
話
す
ん
だ
か
ら
、
敬
語
を
も
っ
と
正
し
く
使
え
る
よ
う
に
練
習
し
な
い
と
な
。

幸
太

僕
は
そ
こ
ま
で
し
て
敬
語
を
正
し
く
使
う
べ
き
だ
と
は
思
わ
な
い
な
。
中
学
の
部
活
動
で
は
先
輩
後
輩
の
間
で
敬

語
を
使
っ
て
い
な
か
っ
た
け
ど
、
逆
に
仲
が
良
い
感
じ
が
し
て
よ
か
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
に
、
先
日
の
総
合
的
な
学

習
の
時
間
に
紹
介
し
て
も
ら
っ
た
【
資
料
Ⅰ
】
に
よ
る
と
、『
こ
れ
か
ら
の
時
代
、
特
に
必
要
だ
と
思
う
言
葉
に
関
わ

る
知
識
や
能
力
』
に
つ
い
て
、

Ｙ

か
ら
ね
。
調
査
か
ら
四
年
も
経
過
し
て
い
る
し
、
敬
語
が
使
え
な
く
て

も
、
対
話
の
状
況
や
相
手
に
つ
い
て
把
握
で
き
れ
ば
い
い
と
い
う
傾
向
は
強
く
な
っ
て
い
る
は
ず
だ
よ
。

麻
里

私
は
そ
う
は
思
わ
な
い
よ
。
た
し
か
に
幸
太
さ
ん
の
言
う
通
り
の
結
果
に
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
こ
の
調
査
は
最

も
必
要
だ
と
思
う
も
の
を
一
つ
だ
け
選
ぶ
形
式
だ
よ
ね
。
と
い
う
こ
と
は
、
幸
太
さ
ん
の
指
摘
も
見
方
を
変
え
る
と
、

敬
語
を
軽
視
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
別
の
能
力
を
重
視
す
る
人
が
多
く
な
っ
て
き
た
と
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き

る
よ
。
そ
れ
に
、
【
資
料
Ⅱ
】
や
【
資
料
Ⅲ
】
を
見
て
み
る
と
、

Ｚ

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
ん
じ
ゃ
な

い
か
な
。

(文化庁 平成２８年度「国語に関する世論調査」から作成)
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①

麻
里
さ
ん
の
発
言
の

Ｘ

に
次
に
示
す
一
文
を
入
れ
る
場
合
、

Ⅰ

に
当
て
は
ま
る
言
葉
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
ウ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な

さ
い
。
ま
た
、

Ⅱ

に
当
て
は
ま
る
表
現
を
考
え
て
書
き
な
さ
い
。

「
お
会
い
に
な
り
た
い
」
で
は

Ⅰ

語
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
、
こ
こ
で
は

Ⅱ

と
言
う
べ
き

ア

尊
敬

イ

謙
譲

ウ

丁
寧

②

幸
太
さ
ん
の
発
言
の

Ｙ

に
入
れ
る
の
に
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ

の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

「
敬
語
等
の
知
識
」
は
十
四
年
の
間
に
お
よ
そ
半
分
に
ま
で
割
合
が
減
少

し
て
し
ま
っ
て
い
る
け
ど
、「
日
本
の
伝
統
的
な
文
化
や
も
の
の
見
方
」
が
特

に
必
要
だ
と
思
っ
て
い
る
人
の
割
合
は
変
わ
っ
て
い
な
い

イ

「
敬
語
等
の
知
識
」
が
平
成

年
の
調
査
で
は
上
位
五
つ
に
入
る
ほ
ど
必

14

要
だ
と
思
わ
れ
て
い
た
け
ど
、
平
成

年
度
の
調
査
で
は
約
５
ポ
イ
ン
ト
も

28

減
少
し
、
代
わ
り
に
「
相
手
や
場
面
を
認
識
す
る
能
力
」
が
約

ポ
イ
ン
ト

12

も
増
え
て
い
る

ウ

「
敬
語
等
の
知
識
」
は
平
成

年
度
の
調
査
で
は

％
し
か
な
く
、

％

28

6.5

20.7

を
占
め
る
「
説
明
し
た
り
発
表
し
た
り
す
る
能
力
」
の
方
が
、
こ
れ
か
ら
の

時
代
に
は
特
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

エ

「
敬
語
等
の
知
識
」
が
平
成

年
度
の
調
査
で
約
５
ポ
イ
ン
ト
も
増
加
し

28

て
い
て
、
今
後
必
要
と
な
る
能
力
だ
と
考
え
て
い
る
人
も
多
い
よ
う
だ
け
ど
、

「
説
明
し
た
り
発
表
し
た
り
す
る
能
力
」
の
方
が
必
要
だ
と
感
じ
て
い
る
人

が
さ
ら
に
多
い

(文化庁 平成２７年度「国語に関する世論調査」から作成)
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③

文
章
中
の
四
人
の
発
言
に
お
け
る
特
徴
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
当
な
の
は
、
ア
～
エ
の
う
ち
で
は
ど
れ
で
す
か
。
一
つ
答
え
な
さ
い
。

ア

春
香
は
他
者
の
意
見
に
同
意
し
つ
つ
も
、
自
ら
の
体
験
談
を
用
い
て
新
た
な
論
点
を
加
え
よ
う
と
し
て
い
る
。

イ

高
志
は
対
立
す
る
二
者
の
間
に
立
ち
、
中
立
的
な
視
点
で
感
想
を
述
べ
る
こ
と
で
場
を
収
め
よ
う
と
し
て
い
る
。

ウ

幸
太
は
他
者
の
意
見
に
反
論
す
る
際
に
、
具
体
的
な
根
拠
を
示
し
な
が
ら
自
ら
の
考
え
を
主
張
し
て
い
る
。

エ

麻
里
は
意
見
が
異
な
る
相
手
に
対
し
、
資
料
の
不
備
を
指
摘
す
る
こ
と
で
言
い
分
を
す
べ
て
否
定
し
て
い
る
。

④

麻
里
さ
ん
の
発
言
の

Ｚ

に
入
れ
る
の
に
適
当
な
内
容
を
、
条
件
に
従
っ
て
六
十
字
以
上
、
八
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

条
件

１

二
文
に
分
け
て
書
き
、
一
文
目
に
、【
資
料
Ⅱ
】
と
【
資
料
Ⅲ
】
か
ら
わ
か
る
こ
と
を
書
く
こ
と
。

２

二
文
目
に
、
敬
語
の
使
用
に
つ
い
て
の
麻
里
さ
ん
の
主
張
を
、「
だ
か
ら
」
に
続
け
て
書
く
こ
と
。

※
資
料
の
数
値
は
使
わ
な
く
て
も
よ
い
が
、
数
値
を
使
う
場
合
は
左
の
例
を
参
考
に
し
て
表
記
す
る
こ
と
。

(

例)

％

35.0


