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復
習
用
現
代
語
訳 

 

隋 ず
い

の
田 で

ん

僧 そ
う

亮
り
ょ
う

と
楊 よ

う

契
丹

け
い
た
ん

は
鄭 て

い

法 ほ
う

士 し

と
同
じ
く
画
家
と
し
て
有
名
だ
っ
た
。
法

士
は
自
分
の
絵
が
楊
に
及
ば
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
た
の
で
、
楊
の
弟
子
と

な
っ
て
手
本
に
す
べ
き
絵
を
教
え
て
も
ら
お
う
と
し
た
。
し
か
し
楊
は
彼
に
教

え
な
い
。
あ
る
日
法
士
を
連
れ
て
朝
廷
に
行
き
、
宮
殿
や
人
々
、
お
よ
び
そ
の

衣
装
や
騎
馬
・
馬
車
を
指
さ
し
て
言
っ
た
。「
こ
れ
が
私
の
絵
の
手
本
で
す
。
あ

な
た
に
は
お
わ
か
り
か
な
？
」
こ
こ
で
法
士
は
ハ
ッ
と
気
が
つ
き
、
そ
の
後
彼

の
画
芸
は
向
上
し
た
。 

 

唐
の
韓 か

ん

幹 か
ん

は
馬
の
絵
師
と
し
て
宮
廷
に
採
用
さ
れ
皇
帝
の
身
近
に
仕 つ

か

え
る

「
供
奉

ぐ

ぶ

」
と
な
っ
た
。
玄
宗
皇
帝
は
彼
に
、
陳 ち

ん

閎 こ
う

の
弟
子
と
な
っ
て
そ
の
画
風

を
学
べ
と
命
令
し
た
。
す
る
と
韓
幹
は
皇
帝
に
奏
上
し
た
。「

私
わ
た
く
し

め
に
は
自
分

の
師
匠
が
ご
ざ
い
ま
す
。
陛
下
の
厩

舎

き
ゅ
う
し
ゃ

に
お
り
ま
す
飛 ひ

黄 お
う

と
照

し
ょ
う

夜 や

、
そ
し
て

各
地
の
名
馬
は
す
べ
て
私
め
の
師
匠
で
す
。」
皇
帝
は
そ
の
と
お
り
で
あ
る
と
し

た
。
そ
の
後
絵
に
お
い
て
韓
幹
は
陳
閎
を
抜
き
去
っ
た
。 

 

楊
契
丹
と
韓
幹
の
よ
う
な
人
物
は
真
実
（
描
く
対
象
そ
の
も
の
）
を
追
求
で
き
る
者

と
言
え
よ
う
。
あ
の
（
悟
る
前
の
）

鄭
法
士
の
よ
う
に
真
実
の
疑
似
物
（
手
本
と
す
べ

き
絵
）

に
よ
っ
て
真
実
に
近
似
す
る
こ
と
を
求
め
る
者
は
、
ま
す
ま
す
真
実
か
ら



遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。
今
の
学
者
は
聖
人
の
経
典
を
探
求
し
て
い
る
と
主
張
し

て
い
る
が
、
経
典
自
体
が
そ
も
そ
も
す
で
に
聖
人
の
真
実
で
は
な
い
。（
聖
人
の

疑
似
物
で
あ
る
）
そ
れ
な
の
に
経
典
を
捨
て
て
経
典
の
字
句
の
解
釈
を
追
求
し

て
い
る
の
は
、
聖
人
の
疑
似
物
で
あ
る
経
典
の
さ
ら
に
そ
の
ま
た
疑
似
物
へ
の

近
似
を
追
求
す
る
連
中
と
言
う
べ
き
だ
。
彼
ら
は
真
実
か
ら
最
も
離
れ
て
い
る

で
は
な
い
か
！ 

訳
注 

１ 

５
行
目
の
「
令
」
は
「
…
に
…
さ
せ
る
」
と
い
う
使
役
の
基
本
訳
で
は
わ

か
り
に
く
い
の
で
、「
詔
：
皇
帝
の
命
令
」
と
あ
わ
せ
て
「
…
に
…
と
命
令
し
た
」

と
訳
し
た
。 

２ 

第
三
段
落
の
論
理
構
造
は
次
の
通
り
（
８
行
目
の
「
彼 か

の
」
を
悟
る
前
の

鄭
法
士
、
最
終
行
の
「
之 こ

れ

」
は
「
経
」
と
解
釈
し
た
。
現
代
語
訳
し
て
み
て
や

っ
と
整
理
で
き
た
が
、
解
答
中
に
は
そ
ん
な
余
裕
は
ま
っ
た
く
な
く
、
限
ら
れ

た
情
報
だ
け
で
正
解
に
た
ど
り
つ
い
た
。） 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 

楊
契
丹
・
韓
幹 
 

真
を
求
め
る 

悟
る
前
の
鄭
法
士 

真
の
似
１

（
画
本
）
で
似
２

を
求
め
る 

似
が
２
回
で
ま
す
ま
す
真
か
ら
遠
ざ
か
る 

今
の
学
者 

 
 
 

真
の
似
１
（
経
）

の
似
２
（
訓
詁
）

に
似
３

る
こ
と
を
求
め
る 

 
 

似
が
３
回
だ
か
ら
最
も
真
か
ら
遠
い 

―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
― 



音
読
用
書
き
下
し
文 

 

隋 ず
い

の
田 で

ん

・
楊 よ

う

、
鄭 て

い

法
士

ほ

う

し

と
倶 と

も

に
画 が

を
能 よ

く
す
る
を
以 も

っ

て
名 な

あ
り
。
法
士
自

み
ず
か

ら

芸
の
楊
に
如 し

か
ざ
る
を
知
る
な
り
。
乃

す
な
わ

ち
楊
に
従

し
た
が

ひ
て
画 が

本 ほ
ん

を
求
む
る
に
楊

之 こ
れ

に
告
げ
ず
。
一
日

い
ち
じ
つ

法
士
を
引
き
て
朝
堂
に
至 い

た

り
、
指

ゆ
び
さ

す
に
宮

闕

き
ゅ
う
け
つ

・
衣
冠
・

人
馬
・
車

乗

し
ゃ
じ
ょ
う

を
以 も

っ

て
し
て
、
曰 い

わ

く
、「
此 こ

れ
吾 わ

が
画
本
な
り
。
子 し

之 こ
れ

を
知
る
や
。」

と
。
是 こ

れ

に
由 よ

り
て
法
士
悟
り
て
芸
進
め
り
。 

 

唐
の
韓 か

ん

幹 か
ん

馬
を
貌

か
た
ど

る
を
以
て
召 め

さ
れ
、
入 い

り
て
供
奉

ぐ

ぶ

た
り
。
明
皇

詔
み
こ
と
の
り

し

て
陳
閎

ち
ん
こ
う

に
従
ひ
て
画
法
を
受
け
し
め
ん
と
す
。
幹
因 よ

り
て
奏 そ

う

す
ら
く
、「
臣
に
自

み
ず
か

ら
師
有
り
。
陛
下
の
内

厩

な
い
き
ゅ
う

の
飛 ひ

黄 お
う

・

照
し
ょ
う

夜 や

・
五
方
の
乗
、
皆 み

な

臣
の
師
な
り
。
」

と
。
帝
之 こ

れ

を
然 し

か

り
と
す
。
其 そ

の
後
幹 か

ん

の
画 が

遂 つ
い

に
果 は

た
し
て
閎 こ

う

を
踰 こ

ゆ
。 

 

楊
・
韓
の
二
子

に

し

の
若 ご

と

き
は
能 よ

く
其
の
真
を
求
む
る
者
と
謂 い

ふ
べ
き
な
り
。
彼 か

の

似 じ

を
以
て
似 じ

を
求
む
る
者
は
、
則

す
な
わ

ち

益
ま
す
ま
す

遠
し
。
今
の
学
者
、
聖
人
の
経 け

い

を
求

む
と
曰 い

ふ
と
雖

い
え
ど

も
、
固 も

と

よ
り
已 す

で

に
其
の
真
に
非 あ

ら

ず
。
乃

す
な
わ

ち
経 け

い

を
舎 す

て
て
専

も
っ
ぱ

ら

訓
詁

く

ん

こ

を
求
む
る
は
、
則
ち
又 ま

た
其
の
之 こ

れ

に
似 に

た
る
に
似 に

る
を
求
む
る
者
な
り
。 

尤
も
っ
と

も
遠
か
ら
ず
や
！ 

ス
テ
ッ
プ
１ 

最
初
の
２
行
を
見
る 



 
 

傍
線
（
ア
）「
与
」
の
読
み
は
「
あ
ず
か
る

1
4
1

」
と
「
と

1
5
4

」
な
の
で
、

判
明
に
時
間
が
か
か
る
。
そ
こ
で
（
ア
）
の
前
の
３
字
だ
け
読
む
。
注
１
に
よ

り
、
画
家
の
田
さ
ん
と
楊
さ
ん
だ
と
わ
か
る
。 

ス
テ
ッ
プ
２ 

最
後
の
３
行
を
見
る 

 

オ
シ
リ
か
ら 

読
む
と
わ
か
る
よ 

お
結
論

m
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う
し
ら
か
ら
な
が
め
て
い
く
と
、
９
行
目
に
「
今
」
が
あ
る
の
で
、[

今
の
世

は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！]

ル
ー
ル
に
よ
り
た
だ
ち
に
ス
テ
ッ
プ
３
に
移
る
。 

ス
テ
ッ
プ
３ 

最
終
設
問
の
選
択
肢
を
見
る 

 

ス
テ
ッ
プ
１
と
３
で
共
通
す
る
言
葉
を
探
す
と
次
の
と
お
り
。 

１
行
目 

画
家
注
１ 

① 

共
通
項
な
し 

② 

画
家 

今 

③
～
⑤ 

右
に
同
じ 

 

①
し
か
消
え
な
い
の
で
、
消
去
を
続
け
る
た
め
に
ス
テ
ッ
プ
２
に
も
ど
り
、

８
・
９
・1

0

行
を
見
る
。
す
る
と
共
通
す
る
言
葉
は
次
の
と
お
り
。 

８
・
９
・1

0

行 

真 

②
③
⑤ 

真
を
求
む
る 

④ 

共
通
項
な
し 



 
こ
こ
で
②
③
⑤
を
正
解
候
補
と
し
て
退
却
。
筆
者
の
主
張
の
一
部
は
、
画
家

に
つ
い
て
話
し
、「
真
を
求
む
る
」
人
が
い
て
、
今
の
学
者
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
、

と
い
う
も
の
。
こ
れ
で
十
分
。
こ
れ
が
大
事
。 

問
１
（
ア
）{

漢} 

「
与 と

」1
5
4

と
考
え
る
と
、
傍
線
ア
の
前
後
が
、「
田 で

ん

さ
ん
・
楊

さ
ん
は

鄭 て
い

法
士

ほ

う

し

さ
ん
与 と

と
倶 と

も

に
…
」
と
な
っ
て
論
理
が
合
う
の
で
正
解
は
④
。「
倶 と

も

に
」
は
過
去
問
を
音
読
復
習
し
て
い
れ
ば
必
ず
出
て
く
る
漢
字
。 

問
２
Ａ{

比
較}

{

ン
ヤ} 

「
不
如
」
は
比
較
の
公
式

3
8

か
ら
「
如 し

か
ず
」
な
の
で
、
②

か
④
。
④
の
末
尾
は
「
…
ん
や
」
な
の
で
反
語
。
傍
線
Ａ
に
反
語

5
6

は
な
い
の

で
正
解
は
②
。 

問
２
Ｂ{

シ
テ}

{

対
比} 

「
令
」
は
使
役

1
0

だ
か
ら
「
令 し

む
」。
だ
か
ら
「
令 れ

い

従
じ
ゅ
う

」

と
読
ん
で
い
る
④
⑤
は
切
れ
る
。
公
式
だ
と
「
ヲ
シ
テ
…
シ
ム
」
な
の
で
①
「
従

ひ
し
陳
閎
を
し
て
」
が
正
解
だ
が
、「
従
」
を
「
従
ひ
し
陳
閎
」
と
読
む
点
が
キ

ズ
。
第
２
行
目
で
「
鄭
法
士
は

従
し
た
が
ヒ

レ

楊
や
う
ニ

」
と
な
っ
て
い
る
の
で[

対
比
に
注
意
！]

す
れ
ば
、
２
行
目
と
５
行
目
は
次
の
よ
う
な
対
比
（
た
だ
し
、X

は
ヨ
イ
・Y

は
ダ
メ
と
い
う
対
比
で
な
く
、
対
句
の
よ
う
な
対
比
）
に
な
っ
て
い
る
。 

２
行
目 

鄭
法
士
は

従
し
た
が
ヒ

レ

楊
や
う
ニ 

 
 

求
も
と
ム

二

画 が

本 ほ
ん
ヲ

一 

５
行
目 

韓
幹
は 

 

従
し
た
が
ヒ

二

陳

閎

ち
ん
く
わ
う
ニ

一 

受 う
ク

二

画 が

法 ほ
う
ヲ

一 

そ
こ
で
「

従
し
た
が
ヒ

二

陳

閎

ち
ん
く
わ
う
ニ

一

」
と
し
て
い
る
③
が
正
解
。 



 
こ
の
問
は
落
と
し
て
も
し
か
た
が
あ
る
ま
い
。
と
い
う
の
は
、
Ｂ
の
「
令
」

の
下
に
画
家
の
「
韓 か

ん

幹 か
ん

」
が
省
略
さ
れ
て
お
り
、「
韓
幹
を
し
て
…
受
け
し
め
ん

と
す
」
が
本
来
の
形
だ
っ
た
か
ら
だ
。
「
韓
幹
」
を
補
っ
た
文
は
次
の
と
お
り
。 

明
皇

詔

み
こ
と
の
り
シ
テ 

令
下

し
メ
ン
ト
ス 

韓 か
ん

幹 か
ん
ヲ
シ
テ 

従
し
た
が
ヒ

二

陳

閎

ち
ん
く
わ
う
ニ

一 

受 う
ケ

中

画 が

法
上

ほ
う
ヲ 

 

で
も
、
間
違
っ
た
か
ら
と
い
っ
て
嘆
く
勿 な

か

れ
。
こ
ん
な
傍
線
部
こ
そ
音
読
復
習

し
て
次
の
戦
闘
の
た
め
の
パ
ワ
ー
に
し
よ
う
。
特
に
、
上
・
中
・
下
の
よ
う
な

訓
点
の
文
は
そ
ん
な
に
な
い
か
ら
こ
こ
は
練
習
の
し
が
い
あ
り
。 

早
口
で 

言
え
ば
身
に
な
る 

傍
線
部

m
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☆
明
皇

詔

み
こ
と
の
り
シ
テ 

令
下

し
メ
ン
ト
ス 

従
し
た
が
ヒ
テ

二

陳

閎

ち
ん
く
わ
う
ニ

一 

受 う
ケ

中

画 が

法
上

ほ
う
ヲ 

 

問
３{

対
比}

{

主
張} 

 

ま
た
対
比
の
問
題
。
画
本
（
絵
の
手
本
）
の
中
身
は
、
選
択
肢
で
は
「
書
物
」、

「
手
本
と
す
べ
き
絵
」、「
描
く
対
象
そ
の
も
の
」、
あ
る
い
は
「
描
く
対
象
の
種

類
」。
第
一
段
落
で
対
比
さ
れ
て
い
る
の
は
鄭
法
士
が
求
め
よ
う
と
し
た
（
１
）

画

本
と
楊
契
丹
が
鄭
法
士
に
示
し
た
（
２
）

画
本
だ
。 

 

こ
れ
を
整
理
す
る
と
次
の
通
り
。 

 
 

（
１
）

画
本
＝
鄭
法
士
が
楊
契
丹
に
服

従
し
て
求
め
よ
う
と
し
た
絵
の
手
本 

 
 

（
２
）

画
本
＝
宮
殿
・

衣
冠
・

人
馬
２
～
３
行
目

＝
描
く
対
象 



 
同
様
に
、
第
二
段
落
で
対
比
さ
れ
て
い
る
の
は
、
韓
幹
さ
ん
と
陳
閎
さ
ん
で

あ
り
、
６
行
目
で
「
二
匹
の
駿
馬
注8

・
各
地
の
馬
た
ち
注9

皆 み
な

臣 し
ん

わ
た
く
し

の
教

師
な
り
」

と
あ
る
の
で
、
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
。 

 
 
 

陳
閎
：
陳
閎
の
「
画
法
」
＝
陳
閎
に
服

従
し
て
受
け
る
絵
の
手
本 

＝
（
１
）

画
本 

 
 
 

韓
幹
：
い
ろ
い
ろ
な
馬
が
臣
ノ
師
な
り
＝
描
く
対
象
が
私
の
先
生
で
す 

＝
（
２
）

画
本 

 

以
上
の
整
理
を
組
み
合
わ
せ
る
と
②
か
⑤
。
②
「
描
く
べ
き
対
象
の
種
類
」

が
手
本
か
？
は
た
ま
た
⑤
「
描
く
べ
き
対
象
そ
の
も
の
」
が
手
本
か
？ 

こ
こ
で
筆
者
の
主
張
を
思
い
出
す
と
、[

画
家
に
つ
い
て
話
し
、「
真
を
求
む
る
」

人
が
い
て
、
今
の
学
者
は
ま
ち
が
っ
て
い
る]

だ
っ
た
ね
。
あ
ら
た
め
て
検
討
す

る
と
、[

最
初
と
最
後
で 

筆
者
は
主
張

m
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の
大
原
則
か
ら
、
最
後
の
段
落
の
最

初
の
部
分
Ｃ
を
見
る
と
、
「
楊
・
韓
…
は
…
真
を
求
む
る
者
と
謂
ふ
べ
き
な
り
」

と
あ
る
。「
真
」
は
「
１
字
の
漢
字
は
熟
語
で
訳
せ
。
熟
語
の
訳
で
正
解
探
せ
！
」

1
7
4

に
よ
り
「
真
実
」
だ
か
ら
、「
真
実
そ
の
も
の
」
と
な
っ
て
出
題
者
の
意
図
す

る
正
解
は
⑤
だ
。 

問
４{

熟} 

問
３
で
苦
労
し
た
人
へ
の
ご
ほ
う
び
問
題
。
前
問
の
正
解
が
⑤
「
描

く
べ
き
対
象
そ
の
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
真
実
」
な
の
で
正
解
は
「
対
象

を
よ
く
観
察
し
て
そ
の
実
体
を
写
」
す
④
。 



問
５{
対
比}

{

今} 

ま
た
タ
イ
ヒ
だ
。
最
終
段
落
で
「
真
」
と
「
似
」
が
対
比
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
お
ぼ
ろ
げ
な
が
ら
わ
か
る
。
熟
語
化
し
て
お
く
と
「
真
実
」
と

「
疑
似
・
近
似
」
の
対
比
だ
が
、「
真
」
と
「
似
」
の
内
容
は
選
択
肢
を
参
考
に

し
な
い
と
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
時
間
が
か
か
っ
た
。 

 

ま
ず[

今
の
世
は
ま
ち
が
っ
て
い
る
！]

に
よ
り
「
今
の
学
者
…
」
か
ら{

ヨ
シ

＝
真}

、{

ダ
メ
＝
似}

で
振
り
分
け
た
。
今
の
学
者
は
ダ
メ
だ
か
ら
似
、
聖
人
は

ヨ
シ
だ
か
ら
真
。
続
い
て
、「
ダ
メ
な
今
の
学
者
」
が
求
め
る
「
聖
人
の
経
」
お

よ
び
経
の
注
釈
で
あ
る
「
訓
詁
注1

1

」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
た
。 

 
 

今
の
学
者
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
＝
似 

ダ
メ
！ 

 
 

聖
人
＝
真 

ヨ
シ
！ 

 

聖
人
の
経
＝
真
の →

似 → 

ヨ
シ+

ダ
メ 

 

聖
人
の
経
の
訓
詁
＝
真
の →

似 →

の →

似 → 

ヨ
シ+

ダ
メ+

ダ
メ 

 

最
終
行

だ
か
ら
、
訓
詁
を
求
め
る
者
は
真
か
ら
も
っ
と
も
遠
か
ら
ず
や
（
遠
い

で
は
な
い
か
！
詠
嘆7

2

） 

 

そ
こ
で
正
解
は
「
経
＝
真
の
似 

訓
詁
＝
似
の
似
」
と
す
る
②
。
論
文
練
習

を
し
て
い
な
い
と
苦
し
か
っ
た
と
思
う
。
私
も
少
し
混
乱
し
た
が
、
パ
ズ
ル
と

割
り
切
れ
ば
あ
と
は
頭
に
汗
を
か
く
だ
け
だ
。「
今
の
学
者
…
」
と
く
れ
ば
必
ず

「
今
＝
ダ
メ
」
だ
か
ら
こ
の
よ
う
な
通
説
批
判
・
自
説
主
張
型
の
論
文
の
復
習

は
論
理
力
が
つ
く
よ
。 



問
６{
主
張} 

最
初
の
三
つ
の
ス
テ
ッ
プ
で
つ
か
ん
だ
筆
者
の
主
張
の
一
部
は
、

[

画
家
に
つ
い
て
話
し
、「
真
を
求
む
る
」
人
が
い
て
、
今
の
学
者
は
ま
ち
が
っ
て

い
る]

と
い
う
も
の
。
そ
し
て
選
択
肢
の
正
解
候
補
は
②
③
⑤
だ
っ
た
ね
。
今
あ

ら
た
め
て
検
討
す
る
と
次
の
と
お
り
。 

 

最
後
の
段
落
の
最
初
で
「
真
を
求
む
る
者
」
を
と
り
あ
げ
、
次
の
行
で
「
今

の
学
者
」
を
「
似
る
を
求
む
る
者
な
り
…
（
真
実
か
ら
）
も
っ
と
も
遠
い
で
は

な
い
か
！
」
と
批
判
し
て
い
る
の
で
、
次
が
結
論
。 

 
 

ヨ
シ 

「
真
を
求
む
る
者
」 

 
 

ダ
メ 

「
今
の
学
者
」 

理
由
：
「
似
る
を
求
む
る
者
」
だ
か
ら 

 

次
に
、
絵
画
が
テ
ー
マ
か
、
学
問
が
テ
ー
マ
か
を
検
討
す
る
と
、
「
今
の

学
者
」

を
非
難
し
、「
今
の

画
家
」
を
非
難
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
学
問
が
テ
ー

マ
。
そ
こ
で
正
解
は
「『
真
を
求
む
る
者
』
…
と
『
今
の
学
者
』
…
を
対
比
的
に

論
じ
…
学
問
に
お
け
る
真
と
は
何
か
…
」
を
問
う
⑤
。 

念
の
た
め
他
の
選
択
肢
の
キ
ズ
は
次
の
と
お
り
。 

①
「
宮
闕
・
衣
冠
・
人
馬
…
五
方
の
乗
」
は
描
く
対
象
そ
の
も
の
な
の
で
「
真
」。

「
訓
詁
」
は
問
５
の
作
業
に
よ
り
「
似
の
似
」。
選
択
肢
の
文
章
に
代
入
す
る
と
、

「『
真
＝
ヨ
シ
』
を
『
似
の
似
＝
ダ
メ
の
ダ
メ
』
の
比
喩
と
し
て
挙
げ
る
」
と
な

る
の
で
こ
こ
が
キ
ズ
。
②
に
ひ
っ
か
か
っ
た
人
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
漢



文
で
「
聖
人
」
と
い
え
ば
儒
教
の
祖
で
あ
る
「
孔
子
さ
ま
」
か
、
孔
子
が
尊
敬

し
た
昔
の
王
様
堯

ぎ
ょ
う

・
舜

し
ゅ
ん

・
禹 う

と
決
ま
っ
て
い
る
の
で
、
鄭
さ
ん
で
も
陳
さ
ん

で
も
な
い
。
③
は
「『
真
を
求
む
る
』
方
法
は
多
様
」
の
「
多
様
」
が
キ
ズ
。
画

家
の
逸
話

い

つ

わ

を
記
し
た
第
一
段
落
で
も
第
二
段
落
で
も
「
真
を
求
む
る
」
方
法
は
、

問
３
の
作
業
に
よ
れ
ば
、
ひ
た
す
ら
「
描
く
対
象
そ
の
も
の
」
を
「
絵
の
手
本
」

と
す
る
だ
け
。
④
は
「
一
つ
の
対
象
し
か
『
師
』
に
で
き
な
い
」
の
「
対
象
」

が
ヒ
ッ
カ
ケ
。
６
行
目
で
韓
幹
は
、
馬
と
い
う
一
つ
の
種
類
し
か
『
師
』
に
し

て
い
な
い
が
、
フ
ラ
イ
ン
グ
イ
エ
ロ
ー
飛
黄

や
シ
ャ
イ
ニ
ン
グ
ナ
イ
ト
照
夜

あ
る
い

は
各
地
の
馬
と
い
っ
た
多
く
の
対
象
を
『
師
』
と
し
て
い
る
。 

 


