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平
成
二
十
八
年
度

学
力
検
査
問
題
解
説
（
国
語
）

〈
出
題
方
針
〉

１

国
語
の
基
礎
的
・
基
本
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
で
き
る
だ
け
広
範
囲
に
わ
た
っ
て
出
題
し
、
国
語
を
適
切

に
表
現
し
、
正
確
に
理
解
す
る
力
を
み
る
よ
う
に
努
め
る
。

２

文
学
的
な
文
章
と
説
明
的
な
文
章
を
理
解
す
る
力
を
み
る
よ
う
に
努
め
る
。
ま
た
、
平
易
な
古
典
を
読
む
基

本
的
な
力
を
み
る
よ
う
に
努
め
る
。

３

作
文
と
言
語
事
項
に
つ
い
て
の
問
題
を
出
題
し
、
文
章
表
現
力
や
基
礎
的
な
言
語
能
力
を
み
る
よ
う
に
努
め
る
。

〈
出
題
形
式
〉

◇

大
問
１
～
大
問
５
の
５
問
構
成
（

）
内
は
配
点

・
大
問
１
…
文
学
的
な
文
章

（

点
）

25

・
大
問
２
…
漢
字
・
言
語
事
項
（

点
）

22

・
大
問
３
…
説
明
的
な
文
章

（

点
）

25

・
大
問
４
…
古
典

（

点
）

12

・
大
問
５
…
作
文

（

点
）

合
計

点

16

100

大
問
１

【
出
題
の
ね
ら
い
】

文
学
的
な
文
章
を
理
解
す
る
力
を
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。

資
料
文
に
は
、
中
学
校
の
同
級
生
で
あ
っ
た
三
人
が
、
初
田
（
は
っ
ち
）
の
旅
立
ち
を
機
に
再
会
し
、
不
仲
と

は
つ

た

な
っ
て
い
た
赤
緒
と
初
田
が
和
解
に
至
る
ま
で
の
心
情
の
変
化
が
、
高
杉
の
視
点
を
中
心
に
し
て
描
か
れ
て
い
ま

あ
か

お

た
か
す
ぎ

す
。
出
典
は
、
壁
井
ユ
カ
コ
著
『
強
者
の
同
盟
』
で
す
。

か
べ

い

①

問
１

文
字
ど
お
り
の
意
味
で
荷
が
勝
っ
て
い
る
。

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
は
っ
ち
の
ど
の
よ
う
な
様
子
を

表
し
て
い
ま
す
か
。
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。

（
４
点
）

ア

は
っ
ち
が
、
そ
の
小
さ
な
身
体
に
は
不
釣
り
合
い
な
ほ
ど
の
巨
大
な
荷
物
を
持
っ
て
い
る
様
子
。

イ

は
っ
ち
が
、
父
親
の
お
下
が
り
の
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
を
こ
だ
わ
っ
て
使
い
続
け
て
い
る
様
子
。

ウ

は
っ
ち
が
、
東
京
で
カ
メ
ラ
の
勉
強
を
す
る
に
は
必
要
の
な
い
荷
物
ま
で
背
負
っ
て
い
る
様
子
。

エ

は
っ
ち
が
、
背
負
っ
た
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
に
負
け
な
い
ほ
ど
の
大
き
な
夢
を
抱
え
て
い
る
様
子
。

【
正
答
】

ア

【
解
説
】

は
っ
ち
の
様
子
を
表
現
し
た
一
文
に
つ
い
て
、
「
荷
が
勝
つ
」
と
い
う
表
現
の
本
文
中
に
お
け
る
意
味
を
と
ら
え

た
う
え
で
、
そ
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
選
択
肢
を
選
び
ま
す
。
「
荷
が
勝
つ
」
と
は
、
「
荷
物
が
重
す
ぎ
る
。

ま
た
、
負
担
や
責
任
が
重
す
ぎ
る
。
」
と
い
う
意
味
の
慣
用
句
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
小
柄
な
は
っ
ち
が
、
「
文
字

ど
お
り
の
意
味
」
で
大
き
な
荷
物
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。
ア
～
エ
の
選
択
肢
は
、
本
文
の
内
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容
を
含
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
の
全
部
ま
た
は
一
部
が
本
文
の
内
容
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
も
の
、
本
文
の
言
い
換
え
と

し
て
適
切
で
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。

ま
ず
ア
で
す
が
、
本
文
中
に
「
そ
の
小
さ
い
背
中
に
の
し
か
か
る
ほ
ど
の
巨
大
な
リ
ュ
ッ
ク
サ
ッ
ク
を
背
負
い
…
」

と
い
う
表
現
が
あ
り
、
小
柄
な
は
っ
ち
が
大
き
な
荷
物
を
持
っ
て
い
る
様
子
と
し
て
適
切
な
内
容
で
す
。
次
に
イ
で

す
が
、
本
文
中
で
、
フ
ィ
ル
ム
カ
メ
ラ
は
父
親
と
の
心
情
的
な
つ
な
が
り
を
示
し
て
い
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
は
っ
ち

の
荷
物
が
重
い
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次
に
ウ
で
す
が
、
は
っ
ち
が
カ
メ
ラ
の
勉
強
を
す
る
の

は
海
外
で
あ
り
、
東
京
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
後
に
エ
で
す
が
、
本
文
中
に
、
「
背
負
っ
た
リ
ュ
ッ
ク
に
負
け
な
い

ほ
ど
の
大
き
な
夢
」
と
い
う
比
喩
表
現
が
あ
り
ま
す
が
、
「
文
字
ど
お
り
の
意
味
」
と
し
て
は
適
切
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
し
た
が
っ
て
、
正
答
は
ア
に
な
り
ま
す
。

②

問
２

わ
か
ら
ん
っ
て
…
…
す
げ
ぇ
な
。

と
あ
り
ま
す
が
、
高
杉
は
、
は
っ
ち
の
ど
の
よ
う
な
決
断
を
す
ご
い
と

た
か
す
ぎ

感
じ
た
の
で
す
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
内
容
を
、
三
十
字
以
上
、
四
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。

（
６
点
）

と
い
う
は
っ
ち
の
決
断
。

【
正
答
】

（
例
）
先
の
こ
と
が
は
っ
き
り
し
な
く
て
も
、
父
親
の
も
と
で
カ
メ
ラ
の
勉
強
を
し
な
が
ら
世
界
を

ま
わ
る
（
三
十
八
字
）

【
解
説
】

高
杉
が
す
ご
い
と
感
じ
た
は
っ
ち
の
決
断
の
内
容
を
、
指
示
さ
れ
た
文
脈
と
字
数
で
適
切
に
表
現
し
ま
す
。
登
場

人
物
の
心
情
や
言
動
に
着
目
し
、
本
文
中
か
ら
そ
の
決
断
の
内
容
が
読
み
取
れ
る
表
現
を
探
し
ま
す
。
具
体
的
な
表

現
は
、
次
の
二
つ
で
す
。

①
そ
の
父
親
が
フ
リ
ー
に
転
身
し
て
海
外
へ
赴
く
と
い
う
の
で
、
父
親
の
も
と
で
カ
メ
ラ
の
勉
強
を
し
つ
つ
自

分
も
世
界
を
ま
わ
り
た
い
と
、
は
っ
ち
も
つ
い
て
い
く
こ
と
に
し
た
ら
し
い
。

②
「
東
京
で
お
父
さ
ん
と
合
流
し
て
、
ち
ょ
っ
と
の
あ
い
だ
東
京
に
い
る
と
思
う
け
ど
、
五
月
か
ら
中
国
行
く

ん
や
っ
て
。
あ
と
の
こ
と
は
ま
だ
わ
か
ら
ん
け
ど
、
ま
ず
は
ア
ジ
ア
ま
わ
る
ん
や
と
思
う
。
」

こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、
は
っ
ち
が
、
こ
の
先
に
は
っ
き
り
し
た
計
画
も
な
い
の
に
、
父
親
に
同
行
し
て
カ
メ
ラ
の

勉
強
を
し
つ
つ
世
界
を
ま
わ
る
と
い
う
決
断
を
し
た
こ
と
を
、
高
杉
は
「
す
ご
い
」
と
感
じ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。③

問
３

そ
の
プ
レ
ー
姿

と
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
連
続
す
る
二
つ
の
文
を
本
文
中
か

ら
探
し
、
最
初
の
文
の
は
じ
め
の
五
字
を
書
き
抜
き
な
さ
い
。
（
４
点
）

【
正
答
】

鍛
え
ら
れ
た

【
解
説
】

「
そ
の
プ
レ
ー
姿
」
は
、
は
っ
ち
が
撮
っ
た
写
真
の
中
の
「
高
校
生
に
な
っ
て
か
ら
赤
緒
が
テ
ニ
ス
を
し
て
い

30

40
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る
姿
」
を
指
し
て
お
り
、
そ
れ
が
具
体
的
に
表
現
さ
れ
て
い
る
部
分
を
本
文
中
か
ら
探
し
ま
す
。
指
示
文
に
は
、「
連

続
す
る
二
文
」
と
い
う
条
件
が
あ
り
、
こ
れ
に
照
ら
す
と
、
「
鍛
え
ら
れ
た
～
構
え
る
姿
。
唇
を
す
ぼ
め
て
～
放
つ

姿
。
」
が
該
当
部
分
に
な
り
ま
す
。
求
め
ら
れ
て
い
る
解
答
の
単
位
が
「
文
」
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
、
そ
の
最
初

の
五
字
を
書
き
抜
く
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

④

問
４

い
い
写
真
や
な
。

と
あ
り
ま
す
が
、
次
は
、
高
杉
が
こ
の
よ
う
に
発
言
し
た
理
由
を
ま
と
め
た
も
の
で
す
。

空
欄
に
あ
て
は
ま
る
内
容
を
、
三
十
字
以
上
、
四
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。
（
６
点
）

こ
の
写
真
は
、
赤
緒
が
中
三
の
惨
敗
の
と
き
の
悔
し
さ
を

あ
か

お

と
思
っ
た
か
ら
。

【
正
答
】

（
例
）
忘
れ
る
こ
と
な
く
、
不
屈
の
根
性
で
は
い
あ
が
っ
て
つ
か
み
取
っ
た
一
勝
の
喜
び
を
伝
え
て

い
る
（
三
十
七
字
）

【
解
説
】

高
杉
が
「
い
い
写
真
や
な
。
」
と
発
言
し
た
理
由
を
、
指
示
さ
れ
た
文
脈
や
字
数
で
適
切
に
表
現
し
ま
す
。
は
っ

ち
の
写
真
が
高
杉
に
伝
え
て
く
れ
た
内
容
に
着
目
し
、
そ
れ
を
本
文
中
の
心
情
表
現
や
会
話
表
現
か
ら
読
み
取
り
ま

す
。
具
体
的
な
表
現
は
、
次
の
三
つ
で
す
。

①
こ
の
写
真
を
見
な
け
れ
ば
知
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う

―
「
こ
ん
な
に
、
嬉
し
か
っ
た
ん
や
な
…

う
れ

…
。
」

②
あ
の
と
き
一
人
で
コ
ー
ト
に
ぶ
つ
け
た
感
情
を
、
自
分
だ
け
の
胸
に
刻
み
つ
け
、
不
屈
の
根
性
で
は
い
あ
が
っ

て
き
て
、
つ
か
み
取
っ
た
一
勝
だ
。

③
「
お
ま
え
が
一
年
間
向
き
合
っ
て
き
た
も
ん
が
、
こ
こ
に
詰
ま
っ
て
る
。
い
い
写
真
や
と
思
う
ぞ
。
」

こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、
高
杉
の
発
言
は
、
は
っ
ち
の
写
真
が
、
中
三
の
惨
敗
の
と
き
の
悔
し
さ
を
忘
れ
ず
、
不
屈

の
根
性
で
一
勝
を
つ
か
み
取
っ
た
赤
緒
の
喜
び
を
伝
え
て
い
た
こ
と
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
と
わ
か
り
ま
す
。

⑤

問
５

大
き
な
荷
物
と
赤
緒
の
あ
い
だ
に
挟
ま
れ
た
小
さ
い
は
っ
ち
が
、
泣
き
笑
い
の
顔
で
首
を
振
っ
た
。

と
あ

り
ま
す
が
、
こ
の
と
き
の
は
っ
ち
の
心
情
を
説
明
し
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中

か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
（
５
点
）

ア

赤
緒
が
泣
き
な
が
ら
抱
き
し
め
て
き
た
こ
と
に
照
れ
笑
い
し
な
が
ら
も
、
自
分
の
写
真
の
実
力
を
認
め
さ

せ
た
こ
と
に
満
足
し
て
い
る
。

イ

赤
緒
を
激
怒
さ
せ
て
し
ま
っ
た
自
分
の
写
真
の
技
術
に
不
安
を
感
じ
て
い
た
が
、
手
渡
し
た
写
真
を
赤
緒

が
喜
ん
で
く
れ
た
こ
と
に
安
心
し
て
い
る
。

ウ

自
分
の
写
真
が
再
び
赤
緒
を
傷
つ
け
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
悔
や
む
一
方
で
、
そ
れ
で
も
自
分
の
夢
を
応
援

し
て
く
れ
る
赤
緒
に
対
し
て
感
謝
し
て
い
る
。

エ

赤
緒
の
謝
罪
の
言
葉
を
き
っ
か
け
に
、
そ
れ
ま
で
感
じ
て
い
た
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
、
自
分
の
写
真
へ
の

思
い
が
赤
緒
に
伝
わ
っ
た
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
。

40

30
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【
正
答
】

エ

【
解
説
】

「
泣
き
笑
い
の
顔
で
首
を
振
っ
た
」
と
き
の
は
っ
ち
の
心
情
を
、
本
文
中
の
表
現
か
ら
読
み
取
り
、
そ
の
説
明

と
し
て
最
も
適
切
な
選
択
肢
を
選
び
ま
す
。
は
っ
ち
の
心
情
が
読
み
取
れ
る
具
体
的
な
表
現
は
、
次
の
部
分
で
す
。

①
す
こ
し
お
そ
る
お
そ
る
と
い
っ
た
、
尻
す
ぼ
み
の
声
に
な
っ
て
高
杉
の
隣
に
顔
を
向
け
た
。

②
手
も
と
で
一
枚
ず
つ
写
真
を
め
く
る
赤
緒
の
顔
を
、
は
っ
ち
が
不
安
そ
う
に

窺

っ
て
い
る
。

う
か
が

③
「
あ
っ
、
誰
に
も
見
せ
て
え
ん
よ
。
」

息
を
呑
ん
で
写
真
を
凝
視
す
る
だ
け
の
赤
緒
に
、
は
っ
ち
が
慌
て
た
よ
う
に
言
っ
た
。

の

④
「
ほ
や
け
ど
わ
た
し
は
こ
れ
、
い
い
写
真
や
と
思
う
。
ほ
ん
と
は
み
ん
な
に
見
て
欲
し
い
…
…
。
」

上
目
遣
い
に
赤
緒
の
顔
色
を
窺
い
な
が
ら
怖
々
と
、
け
れ
ど
頑
固
に
あ
の
と
き
と
同
じ
主
張
を
繰
り
返
し
た
。

⑤
ず
っ
と
不
安
な
ま
な
ざ
し
で
赤
緒
を
見
つ
め
て
い
た
は
っ
ち
が
、
ほ
っ
と
し
た
よ
う
に
く
し
ゃ
っ
と
表
情
を

崩
し
た
。

こ
れ
ら
の
表
現
か
ら
、
再
会
当
初
の
不
安
が
、
赤
緒
と
和
解
で
き
た
こ
と
へ
の
安
堵
と
、
写
真
へ
の
思
い
が
伝
わ
っ

あ
ん

ど

た
喜
び
に
変
化
し
て
い
く
様
子
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
ず
ア
で
す
が
、
「
照
れ
笑
い
」
は
高
杉
の
描
写

で
あ
り
、
は
っ
ち
の
心
情
を
表
す
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
は
っ
ち
が
自
分
の
写
真
の
実
力
を
認
め
さ
せ
た

こ
と
に
満
足
し
て
い
る
表
現
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次
に
イ
で
す
が
、
④
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
は
っ
ち
は
、
自
分
の
「
写

真
の
技
術
」
に
不
安
を
感
じ
て
は
い
ま
せ
ん
。
次
に
ウ
で
す
が
、
は
っ
ち
が
渡
し
た
新
人
戦
の
写
真
に
つ
い
て
、
赤

緒
は
、
「
ひ
ど
い
顔
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
あ
と
に
写
真
の
よ
さ
を
認
め
る
発
言
を
し
て
お
り
、
傷
つ
い
た

様
子
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
後
に
エ
で
す
が
、
赤
緒
の
「
中
学
ん
と
き
、
…
…
…
ご
め
ん
。
」
と
い
う
謝
罪
の
言
葉
を

聞
い
た
は
っ
ち
は
、
「
ほ
っ
と
し
た
よ
う
に
」
表
情
を
崩
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
は
っ
ち
が
不
安
か
ら
解
放
さ
れ
た
こ

と
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
は
っ
ち
の
「
泣
き
笑
い
の
顔
」
か
ら
、
高
杉
と
赤
緒
が
、
自
分
の
写
真
の
よ
さ

を
理
解
し
て
く
れ
た
こ
と
へ
の
喜
び
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
正
答
は
エ
に
な
り
ま
す
。
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大
問
２

【
出
題
の
ね
ら
い
】

漢
字
の
読
み
書
き
を
含
む
、
基
礎
的
・
基
本
的
な
言
語
能
力
を
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。

問
１

次
の

部
の
漢
字
に
は
読
み
が
な
を
つ
け
、
か
た
か
な
は
漢
字
に
改
め
な
さ
い
。
（
各
２
点
）

勢
力
の
均
衡
を
保
つ
。

(1)

俊
敏
な
動
き
を
見
せ
る
。

(2)

命
の
大
切
さ
を
諭
す
。

(3)

興
奮
し
て
頰
を
コ
ウ
チ
ョ
ウ
さ
せ
る
。

(4)

巧
み
に
機
械
を
ア
ヤ
ツ
る
。

(5)

【
正
答
】
と
【
解
説
】

「
き
ん
こ
う
」
と
読
み
ま
す
。
「
均
」
と
い
う
字
は
、
「
均
等
」
「
平
均
」
な
ど
の
熟
語
に
用
い
ら
れ
ま

(1)
す
。
「
衡
」
と
い
う
字
は
、
音
読
み
で
「
こ
う
」
、
訓
読
み
で
「
は
か
り
」
「
は
か
（
る
）
」
と
読
み
、
「
平

衡
」
「
度
量
衡
」
な
ど
の
熟
語
を
つ
く
り
ま
す
。
「
均
衡
」
は
、
二
つ
以
上
の
物
・
事
の
間
に
、
つ
り
あ

い
が
と
れ
て
い
る
こ
と
を
表
す
熟
語
で
す
。

「
し
ゅ
ん
び
ん
」
と
読
み
ま
す
。
「
俊
」
と
い
う
字
は
、
「
俊
足
」
「
俊
才
」
な
ど
の
熟
語
に
用
い
ら
れ

(2)
ま
す
。
「
敏
」
と
い
う
字
は
、
「
敏
感
」
「
敏
速
」
な
ど
の
熟
語
に
用
い
ら
れ
ま
す
。
「
俊
敏
」
は
、
頭
が

よ
く
て
行
動
が
す
ば
や
い
こ
と
を
表
す
熟
語
で
す
。

「
さ
と
（
す
）
」
と
読
み
ま
す
。
音
読
み
で
「
ゆ
」
と
読
み
、
「
教
諭
」
「
諭
旨
」
な
ど
の
熟
語
に
用
い

(3)
ら
れ
ま
す
。
「
お
し
え
み
ち
び
く
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。

「
紅
潮
」
と
書
き
ま
す
。「
顔
に
血
が
の
ぼ
っ
て
赤
み
を
お
び
る
こ
と
」
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
す
。「
潮
」

(4)
の
音
読
み
は
「
ち
ょ
う
」
で
す
。

「
操
」
と
書
き
ま
す
。
「
そ
う
」
と
音
読
み
す
る
と
、
「
操
作
」
「
体
操
」
な
ど
の
熟
語
を
つ
く
り
ま
す
。

(5)
ま
た
「
操
」
の
部
首
は
、
「
て
へ
ん
（
手
偏
）
」
で
す
。

漢
字
の
習
得
に
お
い
て
は
、
音
訓
両
方
に
つ
い
て
、
意
味
や
用
法
を
確
認
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま

た
、
複
数
の
読
み
方
が
あ
る
漢
字
の
熟
語
の
意
味
を
調
べ
る
と
、
語
句
の
理
解
が
深
ま
り
ま
す
。
さ
ら
に
、

漢
和
辞
典
等
を
使
い
、
漢
字
が
も
つ
意
味
や
成
り
立
ち
に
も
興
味
を
も
っ
て
学
習
す
る
と
よ
い
で
し
ょ
う
。

日
ご
ろ
か
ら
漢
字
の
筆
順
や
点
画
な
ど
に
注
意
し
な
が
ら
、
文
字
を
丁
寧
に
書
く
習
慣
を
身
に
つ
け
る

と
と
も
に
、
漢
字
を
正
し
く
用
い
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

問
２

次
の

部
が
連
用
修
飾
語
に
な
っ
て
い
る
も
の
を
、
ア
～
カ
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な

さ
い
。
（
３
点
）

そ
し
て
す
ぐ
に
、
エ
ー
ミ
ー
ル
が
収
集
を
し
ま
っ
て
い
る
二
つ
の
大
き
な
箱
を
手
に
取
っ
た
。
ど
ち
ら
の

箱
に
も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
や
が
て
、
そ
の
チ
ョ
ウ
は
ま
だ
展
翅
板
に
の
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い

て
ん

し

ば
ん

と
思
い
つ
い
た
。
は
た
し
て
そ
こ
に
あ
っ
た
。
と
び
色
の
ビ
ロ
ー
ド
の
羽
を
細
長
い
紙
切
れ
に
張
り
伸
ば

さ
れ
て
、
ヤ
マ
マ
ユ
ガ
は
展
翅
板
に
留
め
ら
れ
て
い
た
。
ぼ
く
は
そ
の
上
に
か
が
ん
で
、
毛
の
生
え
た
赤

茶
色
の
触
角
や
、
優
雅
で
、
果
て
し
な
く
微
妙
な
色
を
し
た
羽
の
縁
や
、
下
羽
の
内
側
の
縁
に
あ
る
細
い

羊
毛
の
よ
う
な
毛
な
ど
を
、
残
ら
ず
間
近
か
ら
眺
め
た
。

（
ヘ
ル
マ
ン
・
ヘ
ッ
セ
著

高
橋
健
二
訳
『
少
年
の
日
の
思
い
出
』
に
よ
る
。
）

た
か
は
し
け
ん

じ

ア

ウ

エ イ

オ

カ
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【
正
答
】

ウ

と

カ

【
解
説
】

連
用
修
飾
語
に
つ
い
て
の
理
解
を
問
う
問
題
で
す
。
連
用
修
飾
語
は
、
用
言
（
動
作
・
作
用
・
存
在
・
性
質
・
状

態
な
ど
を
表
す
言
葉
）
を
含
む
文
節
を
修
飾
し
、
ど
の
よ
う
に
す
る
の
か
を
く
わ
し
く
す
る
修
飾
語
で
す
。
ま
た
、

連
体
修
飾
語
は
、
体
言
（
事
物
や
人
な
ど
を
表
す
言
葉
）
を
含
む
文
節
を
修
飾
し
、
ど
ん
な
こ
と
や
も
の
で
あ
る
の

か
を
詳
し
く
す
る
修
飾
語
で
す
。
ア
～
カ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
が
何
を
（
ど
の
言
葉
を
・
ど
の
部
分
を
）
修
飾
し
て

い
る
の
か
（
被
修
飾
語
）
を
探
し
、
用
言
が
含
ま
れ
て
い
る
文
節
を
修
飾
し
て
い
る
も
の
が
正
答
と
な
り
ま
す
。

ア
の
「
大
き
な
」
は
「
箱
を
」
（
体
言
を
含
む
文
節
）
を
修
飾
し
て
い
る
の
で
連
体
修
飾
語
で
す
。

イ
の
「
ど
ち
ら
の
」
は
「
箱
に
も
」
（
体
言
を
含
む
文
節
）
を
修
飾
し
て
い
る
の
で
連
体
修
飾
語
で
す
。

ウ
の
「
は
た
し
て
」
は
「
あ
っ
た
」
（
用
言
を
含
む
文
節
）
を
修
飾
し
て
い
る
の
で
連
用
修
飾
語
で
す
。

エ
の
「
生
え
た
」
は
「
触
角
や
」
（
体
言
を
含
む
文
節
）
を
修
飾
し
て
い
る
の
で
連
体
修
飾
語
で
す
。

オ
の
「
羊
毛
の
よ
う
な
」
は
「
毛
な
ど
を
」（
体
言
を
ふ
く
む
文
節
）
を
修
飾
し
て
い
る
の
で
連
体
修
飾
語
で
す
。

カ
の
「
残
ら
ず
」
は
「
眺
め
た
」
（
用
言
を
含
む
文
節
）
を
修
飾
し
て
い
る
の
で
、
連
用
修
飾
語
で
す
。

し
た
が
っ
て
、
正
答
は
ウ
と
カ
に
な
り
ま
す
。

文
章
の
内
容
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
の
中
で
の
語
句
の
役
割
や
語
句
相
互
の
関
係
に
気
を
つ
け

て
、
文
が
ど
の
よ
う
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。

問
３

次
の

部
と
同
じ
構
成
（
成
り
立
ち
）
に
な
っ
て
い
る
熟
語
を
、
あ
と
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、

そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
（
３
点
）

勝
利
に
歓
喜
す
る
。

ア

匿
名

イ

豊
富

ウ

出
納

エ

雷
鳴

【
正
答
】

イ

【
解
説
】

熟
語
の
構
成
（
成
り
立
ち
）
に
つ
い
て
の
理
解
を
問
う
問
題
で
す
。
ア
～
エ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
熟
語
の
構
成
を
考
え
、

例
文
の
「
歓
喜
」
と
熟
語
の
構
成
が
同
じ
も
の
を
選
択
し
ま
す
。
「
歓
喜
」
は
「
歓
」
と
「
喜
」
の
二
つ
の
漢
字
が

似
た
意
味
を
も
つ
語
の
組
み
合
わ
せ
で
す
。

ア
の
「
匿
名
」
は
「
名
を
か
く
す
」
と
い
う
意
味
で
、
あ
と
の
漢
字
が
前
の
漢
字
の
目
的
や
対
象
を
示
し
て
い
る

語
の
組
み
合
わ
せ
で
す
。

イ
の
「
豊
富
」
は
二
つ
の
漢
字
が
似
た
意
味
を
も
つ
語
の
組
み
合
わ
せ
で
す
。

ウ
の
「
出
納
」
は
二
つ
の
漢
字
が
反
対
の
意
味
を
も
つ
語
の
組
み
合
わ
せ
で
す
。

エ
の
「
雷
鳴
」
は
「
雷
が
鳴
る
」
の
よ
う
に
前
の
漢
字
が
主
語
、
後
の
漢
字
が
述
語
の
関
係
を
も
つ
語
の
組
み
合

わ
せ
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
正
答
は
イ
に
な
り
ま
す
。
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問
４

次
の
会
話
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
切
な
敬
語
の
表
現
を
、
あ
と
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ

の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
（
３
点
）

先

生
「
お
う
ち
の
方
に
、
明
日
、
家
庭
訪
問
に
う
か
が
い
ま
す
と
伝
え
て
く
だ
さ
い
。
」

生

徒
「
は
い
。
明
日
、
先
生
が
（

）
と
伝
え
て
お
き
ま
す
。
」

ア

お
じ
ゃ
ま
す
る

イ

う
か
が
わ
れ
る

ウ

お
い
で
に
な
る

エ

ま
い
ら
れ
る

【
正
答
】

ウ

【
解
説
】

会
話
の
中
で
敬
語
を
適
切
に
使
う
こ
と
が
で
き
る
か
を
問
う
問
題
で
す
。
会
話
の
内
容
か
ら
、
敬
意
の
対
象
で
あ

る
「
先
生
」
の
「
来
る
」
と
い
う
動
作
を
適
切
に
敬
語
（
尊
敬
表
現
）
に
で
き
る
か
が
ポ
イ
ン
ト
に
な
り
ま
す
。

ま
ず
ア
の
「
お
じ
ゃ
ま
す
る
」
は
、
「
行
く
」
の
謙
譲
表
現
で
あ
り
、
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次
に
イ
の
「
う

か
が
わ
れ
る
」
は
、
「
行
く
」
の
謙
譲
表
現
「
う
か
が
う
」
に
、
「
～
れ
る
」
と
い
う
尊
敬
表
現
が
続
い
た
も
の
で

あ
り
、
敬
語
表
現
と
し
て
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次
に
ウ
の
「
お
い
で
に
な
る
」
は
、
「
来
る
」
の
尊
敬
表
現
で

あ
り
、
適
切
で
す
。
最
後
に
「
エ
」
の
「
ま
い
ら
れ
る
」
は
「
来
る
」
の
謙
譲
表
現
「
ま
い
る
」
に
、
「
～
れ
る
」

と
い
う
尊
敬
表
現
が
続
い
た
も
の
で
、
敬
語
表
現
と
し
て
適
切
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
正
答
は
ウ
に
な

り
ま
す
。

敬
語
は
、
相
手
や
周
囲
の
人
と
自
ら
と
の
人
間
関
係
・
社
会
関
係
を
形
成
し
た
り
、
維
持
し
た
り
す
る
働
き
が
あ

り
ま
す
。
社
会
生
活
の
中
で
、
相
手
や
場
面
に
応
じ
て
、
適
切
に
使
い
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

問
５

次
の
こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
な
ど
に
関
す
る
会
話
の
空
欄
Ⅰ
に
あ
て
は
ま
る
内
容
と
し
て
最
も
適

切
な
も
の
を
、
あ
と
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
ま
た
、
空
欄
Ⅱ
に
あ
て
は

ま
る
言
葉
を
漢
字
二
字
で
書
き
な
さ
い
。
（
３
点
）

生

徒
「
私
は
『
気
が
お
け
な
い
』
と
い
う
言
葉
を
『
安
心
で
き
な
い
』
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
い

ま
し
た
が
、
正
し
く
は
『
（

Ⅰ

）
』
と
い
う
意
味
だ
と
は
じ
め
て
知
り
ま
し
た
。
」

先

生
「
『
気
が
お
け
な
い
』
は
『
気
の
お
け
な
い
』
と
も
い
い
ま
す
ね
。
一
方
で
、
本
来
の
意
味
か

ら
転
じ
て
、
別
の
意
味
を
も
つ
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
例
え
ば
、

Ⅱ

は
、
『
不
要
な
力
添
え

を
し
て
、
か
え
っ
て
害
に
な
る
』
と
い
う
意
味
で
す
が
、
『
力
を
添
え
て
成
長
・
発
展
を
助
け

る
』
と
い
う
意
味
で
も
使
わ
れ
ま
す
。
」

ア

遠
慮
が
い
ら
な
い

イ

落
ち
着
き
が
な
い

ウ

関
係
が
な
い

エ

油
断
が
で
き
な
い

【
正
答
】

Ⅰ

ア

Ⅱ

助
長

【
解
説
】

こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
に
つ
い
て
理
解
を
問
う
問
題
で
す
。
「
気
が
（
の
）
お
け
な
い
」
は
、
本
来
の

「
遠
慮
を
す
る
必
要
が
な
い
」
と
い
う
意
味
が
忘
れ
ら
れ
、
「
油
断
が
で
き
な
い
」
や
「
安
心
で
き
な
い
」
と
い
っ

た
誤
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
た
言
葉
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
正
答
は
ア
に
な
り
ま
す
。
こ
の
ほ
か

に
も
、
「
情
け
は
人
の
た
め
な
ら
ず
」
「
役
不
足
」
な
ど
の
言
葉
が
誤
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

誤
っ
た
使
い
方
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
誤
解
や
失
礼
を
生
む
こ
と
も
あ
る
の
で
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
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一
方
で
、
本
来
の
意
味
か
ら
転
じ
て
複
数
の
意
味
を
も
つ
言
葉
も
あ
り
ま
す
。
助
長
と
い
う
言
葉
は
、
「
不
要
な

力
添
え
を
し
て
、
か
え
っ
て
害
に
な
る
」
と
い
う
意
味
の
ほ
か
に
、
「
力
を
添
え
て
成
長
・
発
展
を
助
け
る
」
と
い

う
意
味
を
も
っ
て
い
ま
す
。

こ
と
わ
ざ
や
慣
用
句
、
故
事
成
語
を
学
習
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
人
の
知
恵
や
教
訓
、
機
知
に
触
れ
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
言
語
感
覚
を
豊
か
に
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ら
の
言
葉
の
意
味
を
知
り
、
実
際
の
言
語
生
活
で
正
し
く
用

い
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

大
問
３

【
出
題
の
ね
ら
い
】

説
明
的
な
文
章
を
理
解
す
る
力
を
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。

本
書
は
、
進
化
生
物
学
者
で
あ
る
筆
者
が
、
ヒ
ト
が
い
つ
、
ど
こ
で
生
ま
れ
、
ど
の
よ
う
な
進
化
を
経
て
現
在
の

姿
に
な
っ
た
か
を
、
自
然
人
類
学
の
最
新
の
研
究
成
果
を
ふ
ま
え
て
説
明
し
た
も
の
で
す
。
資
料
文
は
、
直
立
二
足

歩
行
を
獲
得
し
た
ヒ
ト
が
、
社
会
関
係
を
理
解
し
、
脳
の
前
頭
前
野
を
拡
大
さ
せ
る
こ
と
で
過
酷
な
サ
バ
ン
ナ
の
環

境
の
中
を
生
き
抜
き
、
現
在
の
繁
栄
を
築
い
た
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。
出
典
は
長
谷
川
眞
理
子
著
「
ヒ
ト
は
な
ぜ

は

せ

が
わ

ま

り

こ

ヒ
ト
に
な
っ
た
か
」
（
『
科
学
は
未
来
を
ひ
ら
く

中
学
生
か
ら
の
大
学
講
義
３
』
所
収
）
で
す
。

①

問
１

ヒ
ト
は
も
う
一
度
地
上
に
降
り
て
き
た
。

と
あ
り
ま
す
が
、
ヒ
ト
が
生
活
の
場
を
森
か
ら
平
原
に
移
し
た

理
由
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
段
落
（
形
式
段
落
）
を
本
文
中
か
ら
探
し
、
そ
の
最
初
の
五
字
を
書
き
抜
き
な
さ

い
。
（
４
点
）

【
正
答
】

で
は
、
な
ぜ

【
解
説
】

段
落
と
は
、
文
章
の
中
で
ま
と
ま
っ
た
内
容
を
表
し
て
い
る
ひ
と
く
ぎ
り
を
い
い
ま
す
。
文
字
で
書
く
場
合
、
段

落
の
変
わ
り
め
で
は
行
を
改
め
、
最
初
の
一
字
文
を
空
け
て
書
き
ま
す
。
こ
の
段
落
の
こ
と
を
形
式
段
落
（
ま
た
は

小
段
落
）
と
い
い
ま
す
。

ヒ
ト
が
生
活
の
場
を
森
か
ら
平
原
に
移
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
具
体
的
に
述
べ
て
い
る
記
述
を
探
し
ま
す
。
す
る

と
、
「
な
ぜ
、
ヒ
ト
は
過
酷
な
平
原
・
サ
バ
ン
ナ
に
進
出
し
て
い
っ
た
の
か
。
」
と
い
う
問
い
か
け
を
し
た
う
え
で
、

地
球
上
の
森
林
の
減
少
に
触
れ
、
「
環
境
変
化
の
た
め
に
サ
バ
ン
ナ
に
出
て
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
が
ヒ
ト
で

あ
っ
た
。
」
と
い
う
記
述
が
見
つ
か
り
ま
す
。
こ
の
部
分
を
含
む
段
落
（
形
式
段
落
）
の
最
初
の
五
字
を
書
き
抜
き

ま
す
。
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②

問
２

ヒ
ト
と
ほ
か
の
霊
長
類
と
の
決
定
的
な
違
い

と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
は
、
ヒ
ト
と
ほ
か
の
霊
長
類
と
の
決

定
的
な
違
い
は
、
ど
の
よ
う
な
点
に
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
内
容
を
、
二
十
五

字
以
上
、
三
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。
（
６
点
）

ヒ
ト
は
、
足
を

と

い
う
点
。

【
正
答
】

（
例
）
完
全
に
移
動
す
る
た
め
の
道
具
に
す
る
こ
と
で
、
手
が
自
由
に
使
え
る
よ
う
に
な
っ
た

（
三
十
三
字
）

【
解
説
】

本
文
中
で
、
筆
者
が
考
え
る
ヒ
ト
と
ほ
か
の
霊
長
類
と
の
決
定
的
な
違
い
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
、
「
そ
う

ま
で
し
た
の
に
…
」
と
「
人
間
の
足
は
…
」
の
連
続
す
る
二
つ
の
段
落
で
す
。
こ
の
段
落
に
示
さ
れ
た
、
ヒ
ト
と
ゴ

リ
ラ
や
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
な
ど
の
類
人
猿
と
の
「
決
定
的
な
違
い
」
は
、
次
の
二
つ
に
な
り
ま
す
。

①
ヒ
ト
は
二
本
足
で
地
上
を
歩
行
す
る
こ
と
を
選
び
、
足
を
完
全
に
移
動
す
る
た
め
の
道
具
に
し
て
し
ま
っ
た
。

②
ヒ
ト
の
手
の
仕
組
み
は
ほ
か
の
霊
長
類
と
変
わ
ら
な
い
が
、
移
動
に
手
を
使
う
こ
と
が
な
く
な
り
、
自
由
に

使
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
ら
の
内
容
を
、
指
示
さ
れ
た
文
脈
と
字
数
で
ま
と
め
ま
す
。

③

問
３

サ
バ
ン
ナ
に
適
応
し
生
き
抜
く
た
め
の
、
ヒ
ト
の
進
化

と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
が
考
え
る
サ
バ
ン
ナ
に
お

け
る
ヒ
ト
の
進
化
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ

い
。
（
４
点
）

ア

頭
上
の
木
々
の
果
実
や
葉
っ
ぱ
を
食
べ
る
た
め
に
歯
を
変
化
さ
せ
た
。

イ

地
球
上
で
進
む
乾
燥
や
寒
冷
化
に
適
応
す
る
た
め
に
体
毛
が
増
え
た
。

ウ

汗
腺
が
ほ
か
の
哺
乳
類
同
様
に
増
え
、
汗
を
多
く
か
く
よ
う
に
な
っ
た
。

エ

水
場
か
ら
次
の
水
場
へ
と
長
距
離
の
移
動
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

【
正
答
】

エ

【
解
説
】

本
文
中
で
、
筆
者
の
考
え
る
サ
バ
ン
ナ
に
お
け
る
ヒ
ト
の
進
化
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
、
「
森
林
か
ら
…
」

と
「
私
た
ち
ヒ
ト
は
…
」
の
連
続
す
る
二
つ
の
段
落
で
す
。
こ
の
二
つ
段
落
の
記
述
と
選
択
肢
の
内
容
を
読
み
合
わ

せ
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
ま
す
。
ま
ず
ア
で
す
が
、
「
頭
上
の
木
々
の
果
実
や
葉
っ
ぱ
を
食
べ
る
た
め
」
の
歯

の
変
化
は
、
ヒ
ト
が
森
林
に
い
た
と
き
の
進
化
で
あ
り
、
サ
バ
ン
ナ
に
お
け
る
進
化
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次
に
イ
で

す
が
、
環
境
へ
の
対
応
と
し
て
ヒ
ト
は
体
毛
を
失
っ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
「
体
毛
が
増
え
た
」
と
い
う

記
述
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次
に
ウ
で
す
が
、
本
文
中
に
、
「
私
た
ち
ヒ
ト
は
暑
さ
で
汗
び
っ
し
ょ
り
に
な
る
が
、
こ
う

い
う
哺
乳
類
は
実
は
あ
ま
り
い
な
い
。
」
と
あ
り
、
「
汗
腺
が
ほ
か
の
哺
乳
類
同
様
に
増
え
」
た
、
と
は
い
え
ま
せ

25

35
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ん
。
最
後
に
エ
で
す
が
、
本
文
中
に
、
「
水
場
か
ら
水
場
へ
歩
い
て
移
動
す
る
に
も
長
距
離
を
移
動
し
な
く
て
は
い

け
な
い
。
」
「
ヒ
ト
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
長
距
離
移
動
が
可
能
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
」
「
こ
れ
も
汗
腺

と
同
じ
よ
う
に
、
サ
バ
ン
ナ
に
適
応
し
生
き
抜
く
た
め
の
、
ヒ
ト
の
進
化
で
あ
る
。
」
と
い
う
記
述
が
あ
り
、
こ
れ

ら
か
ら
、
筆
者
は
、
「
水
場
か
ら
次
の
水
場
へ
と
長
距
離
の
移
動
が
で
き
る
」
こ
と
を
、
「
サ
バ
ン
ナ
に
お
け
る
ヒ

ト
の
進
化
」
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
正
答
は
エ
に
な
り
ま
す
。

④

問
４

過
酷
な
環
境
で
ヒ
ト
が
編
み
出
し
た
、
生
き
抜
く
た
め
に
必
要
な
進
化

と
あ
り
ま
す
が
、
次
は
、
筆
者
が

考
え
る
過
酷
な
環
境
を
生
き
抜
く
た
め
の
ヒ
ト
の
進
化
に
つ
い
て
説
明
し
た
も
の
で
す
。
空
欄
に
あ
て
は
ま
る

内
容
を
、
共
同
作
業
、
前
頭
前
野
の
二
つ
の
言
葉
を
使
っ
て
、
五
十
五
字
以
上
、
六
十
五
字
以
内
で
書
き
な
さ

い
。
た
だ
し
、
二
つ
の
言
葉
を
使
う
順
序
は
問
い
ま
せ
ん
。
（
６
点
）

ヒ
ト
は
、
二
足
歩
行
に
加
え
、
大
き
な
脳
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
の
中
で
も
、

を
営
む
よ
う
に
進
化
し
た
。

【
正
答
】

（
例
）
自
分
を
客
観
的
に
見
る
感
覚
を
司
り
、
物
事
の
優
先
順
位
を
決
め
る
機
能
を
持
つ
前
頭
前
野

が
特
に
大
き
く
な
り
、
他
人
の
心
を
読
ん
で
共
同
作
業
を
し
社
会
生
活
（
六
十
二
字
）

【
解
説
】

筆
者
が
考
え
る
過
酷
な
環
境
で
生
き
抜
く
た
め
の
ヒ
ト
の
進
化
に
つ
い
て
、
「
共
同
作
業
」
「
前
頭
前
野
」
と
い

う
言
葉
に
着
目
し
な
が
ら
読
み
取
り
ま
す
。
該
当
す
る
の
は
、
次
の
部
分
で
す
。

①
…
目
標
の
た
め
に
役
割
分
担
し
複
数
で
共
同
作
業
を
す
る
こ
と
を
知
っ
た
の
で
あ
る
。

②
人
類
は
二
足
歩
行
に
加
え
、
大
き
な
頭
部
を
持
つ
よ
う
に
進
化
し
た
が
、
そ
の
頭
部
で
特
に
大
き
い
の
が
脳

で
あ
る
。

③
…
目
の
裏
側
の
部
分
か
ら
頭
の
て
っ
ぺ
ん
に
か
け
て
、
お
で
こ
周
辺
に
あ
る
前
頭
前
野
と
い
う
部
分
が
特
に

大
き
く
な
っ
て
い
る
の
だ
。

④
近
年
よ
う
や
く
、
前
頭
前
野
は
、
「
自
分
を
客
観
的
に
見
る
」
感
覚
を
司
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

…
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
、
次
に
何
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
と
い
っ
た
物
事
の
優
先
順
位
を
決
め
る

役
割
も
あ
る
。

⑤
…
サ
バ
ン
ナ
に
出
て
環
境
に
適
応
し
た
ヒ
ト
が
、
他
人
の
心
を
読
ん
で
共
同
作
業
を
し
社
会
生
活
を
営
む
よ

う
に
な
っ
た
、
と
い
う
進
化
の
過
程
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
②
③
④
は
大
き
く
な
っ
た
脳
の
中
心
で
あ
る
前
頭
前
野
の
働
き
（
機
能
）
に
つ
い
て
、
①
⑤
は
社
会

関
係
の
理
解
（
社
会
生
活
の
成
立
）
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ま
す
。
こ
の
二
点
に
触
れ
な
が
ら
、
示
さ
れ
た
文
脈
に
従
っ

て
要
旨
を
ま
と
め
ま
す
。

55

65
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問
５

本
文
に
書
か
れ
て
い
る
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号

を
書
き
な
さ
い
。
（
５
点
）

ア

ヒ
ト
が
サ
バ
ン
ナ
に
進
出
し
て
い
っ
た
と
き
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
は
森
林
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
食

料
を
安
定
し
て
確
保
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
二
足
歩
行
を
し
な
か
っ
た
た
め
、
現
在
は
絶
滅
の
危
機
に

瀕
し
て
い
る
。

ひ
ん

イ

ヒ
ト
は
、
減
少
す
る
森
林
に
し
が
み
つ
く
こ
と
を
せ
ず
、
足
を
独
自
の
か
た
ち
に
進
化
さ
せ
る
こ
と
で
サ

バ
ン
ナ
の
過
酷
な
環
境
に
適
応
し
、
さ
ら
に
個
々
が
果
た
す
べ
き
役
割
を
意
識
し
た
集
団
を
形
成
す
る
こ
と

で
現
在
の
繁
栄
を
築
い
た
。

ウ

ヒ
ト
の
脳
は
少
し
ず
つ
大
き
く
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
分
か
れ
て
二
足
歩
行
を
始
め
た

時
点
で
一
度
急
激
に
大
き
く
な
り
、
そ
の
後
、
現
在
の
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
登
場
し
た
と
き
に
再
び
大
き

く
な
っ
た
。

エ

ヒ
ト
は
、
６
０
０
万
年
前
に
類
人
猿
か
ら
分
か
れ
た
後
、
過
酷
な
サ
バ
ン
ナ
の
生
活
環
境
に
適
応
す
る
た

め
に
、
二
本
足
で
歩
く
よ
う
に
骨
格
を
進
化
さ
せ
、
ま
た
食
料
を
確
保
す
る
た
め
に
、
自
然
を
利
用
し
た
道

具
の
製
作
を
覚
え
た
。

【
正
答
】

イ

【
解
説
】

本
文
の
記
述
と
選
択
肢
の
内
容
を
読
み
合
わ
せ
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
ま
す
。
ま
ず
ア
で
す
が
、
環
境
変

化
で
減
少
す
る
森
林
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
、
「
食
料
を
安
定
し
て
確
保
で
き
る
」
と
は
い
え
ま
せ
ん
。
ま
た
、
チ
ン

パ
ン
ジ
ー
が
絶
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
の
は
、
「
二
足
歩
行
を
し
な
か
っ
た
た
め
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次
に
イ

で
す
が
、
現
在
の
ヒ
ト
の
繁
栄
と
進
化
に
つ
い
て
、
本
文
中
に
、
「
現
在
、
世
界
中
至
る
と
こ
ろ
で
文
明
社
会
を
築

き
、
繁
栄
を
謳
歌
し
て
い
る
」
「
人
間
の
足
は
独
自
の
か
た
ち
で
進
化
を
続
け
た
」
「
環
境
変
化
の
た
め
に
サ
バ
ン

お
う

か

ナ
に
出
て
行
か
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
」
「
自
分
と
相
手
の
果
た
す
べ
き
役
割
を
理
解
し
、
目
標
達
成
の
た
め
に
何
を

す
る
か
を
考
え
、
い
っ
し
ょ
に
行
動
す
る
」
な
ど
の
記
述
が
あ
り
、
適
切
な
内
容
で
す
。
次
に
ウ
で
す
が
、
ヒ
ト
の

脳
の
進
化
に
つ
い
て
、
本
文
中
に
、
「
サ
バ
ン
ナ
に
出
て
行
き
環
境
に
適
応
し
た
ホ
モ
属
が
出
て
き
た
頃
か
ら
、
一

度
急
激
に
大
き
く
な
る
」
と
あ
り
、
急
激
に
大
き
く
な
っ
た
の
は
「
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
と
分
か
れ
て
二
足
歩
行
を
始
め

た
時
点
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
最
後
に
エ
で
す
が
、
ヒ
ト
が
６
０
０
万
年
前
に
分
か
れ
た
の
は
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
で
あ

り
、
「
類
人
猿
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
二
本
足
で
歩
く
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
「
森
で
の
生
活
の
時
点
」
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
正
答
は
イ
に
な
り
ま
す
。
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大
問
４

【
出
題
の
ね
ら
い
】

古
典
を
理
解
す
る
基
本
的
な
力
を
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。
難
し
い
語
句
に
は
そ
の
左
側
に
口
語
訳
を
付
け
、
理
解

し
や
す
い
よ
う
に
配
慮
し
ま
し
た
。
中
秋
の
名
月
や
、
月
見
の
会
で
披
露
さ
れ
る
詩
歌
の
作
ら
れ
方
な
ど
の
記
述
か
ら
、

古
典
に
表
れ
た
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
読
み
取
る
力
を
み
ま
す
。
出
典
は
『
浮
世
物

語

』
で
す
。

う
き

よ

も
の
が
た
り

問
１

ふ
か
る
る
や
う
に

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
を
「
現
代
仮
名
遣
い
」
に
直
し
、
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ

い
。
（
３
点
）

【
正
答
】

ふ
か
る
る
よ
う
に

【
解
説
】

「
歴
史
的
仮
名
遣
い
」
に
つ
い
て
の
理
解
を
問
う
問
題
で
す
。
中
学
一
年
生
か
ら
繰
り
返
し
学
ん
で
い
る
学
習
内

容
で
す
。
現
代
仮
名
遣
い
と
異
な
る
部
分
は
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
問
題
で
は
、
「
や
う
」
を
「
よ
う
」
に

改
め
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
語
中
・
語
尾
の
「
は
行
」
を
「
わ
行
」
に
改
め
ま
す
が
、
こ
の
問
題
で
は
、
「
ふ
」
は
語

頭
（
語
の
は
じ
め
）
で
あ
る
の
で
、
そ
の
ま
ま
「
ふ
」
と
読
み
ま
す
。
歴
史
的
仮
名
遣
い
は
音
読
を
通
し
て
体
感
的

に
身
に
つ
け
ま
し
ょ
う
。

①

問
２

か
ね
て
作
り
け
る
詩
歌
相
違
し
て

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で
す
か
。

次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
内
容
を
、
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。
（
３
点
）

月
見
の
会
の
た
め
に
前
も
っ
て
用
意
し
て
お
い
た
詩
歌
が
、
雨
が
降
っ
た
た
め
に
、
そ
の
場
に

と
い
う
こ
と
。

【
正
答
】

（
例
）
ふ
さ
わ
し
く
な
く
な
っ
た
（
十
字
）

【
解
説
】

「
か
ね
て
作
り
け
る
詩
歌
」
が
「
相
違
」
す
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
か
を
、
本
文
の
内
容
を
ふ
ま
え
て

説
明
し
ま
す
。
本
文
か
ら
、
詩
人
・
歌
人
た
ち
は
、
満
月
（
中
秋
の
名
月
）
を
題
材
に
し
た
詩
歌
を
「
含
み
句
」
と

し
て
用
意
し
た
も
の
の
、
予
想
外
の
雲
と
雨
で
月
が
隠
れ
、
含
み
句
と
実
景
が
異
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。
ま
た
、
「
た
だ
今
作
り
し
や
う
に
も
て
な
し
、
う
め
き
す
め
き
て
詠
み
出
だ
す
。
（
そ
の
場
で
作
っ
た
よ
う

い

に
と
り
つ
く
ろ
っ
て
、
苦
心
し
う
ん
う
ん
言
っ
て
披
露
す
る
）
」
と
も
あ
り
、
実
景
と
異
な
っ
て
し
ま
っ
た
含
み
句

は
、
月
見
の
会
で
の
披
露
に
ふ
さ
わ
し
く
な
い
こ
と
が
読
み
取
れ
ま
す
。

こ
れ
ら
か
ら
、
「
か
ね
て
作
り
け
る
詩
歌
相
違
し
て
」
と
は
、
前
も
っ
て
用
意
し
て
お
い
た
詩
歌
が
、
雨
が
降
っ

た
た
め
に
、
そ
の
場
に
ふ
さ
わ
し
く
な
く
な
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
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②

問
３

か
く
ぞ
詠
み
け
る
。

と
あ
り
ま
す
が
、
浮
世
房
が
詠
ん
だ
「
雨
ふ
れ
ば
三
五
夜
中
の
真
の
闇
二
千
里
わ
た

う
き

よ

ば
う

じ

せ
ん

り

る
く
ら
か
り
の
声
」
と
同
じ
季
節
が
詠
ま
れ
て
い
る
和
歌
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か

ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
（
３
点
）

ア

春
過
ぎ
て
夏
来
た
る
ら
し
白
た
へ
の

衣

干
し
た
り
天
の
香
具
山

こ
ろ
も

あ
め

か

ぐ

や
ま

イ

秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
お
ど
ろ
か
れ
ぬ
る

き

ウ

人
は
い
さ
心
も
知
ら
ず
ふ
る
さ
と
は
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る

エ

冬
枯
れ
の
森
の
朽
葉
の
霜
の
上
に
落
ち
た
る
月
の
影
の
寒
け
さ

く
ち

ば

【
正
答
】

イ

【
解
説
】

ま
ず
、
浮
世
房
が
披
露
し
た
和
歌
に
詠
ま
れ
た
季
節
を
読
み
取
り
ま
す
。
本
文
か
ら
、
こ
の
和
歌
が
披
露
さ
れ
た

の
は
、
八
月
十
五
日
（
三
五
夜
中
）
の
月
見
の
会
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
古
典
で
は
現
代
と
暦
が
違
う
の
で
、

八
月
十
五
日
の
季
節
は
秋
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
和
歌
の
中
に
は
「
く
ら
か
り
の
声
」
と
あ
り
、
動
物
の
「
雁
」
が

詠
ま
れ
て
い
ま
す
。
雁
は
、
本
文
中
で
は
「
鴈
」
と
も
表
現
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
秋
の
風
物
と
し
て
『
枕
草
子
』
の

「
春
は
あ
け
ぼ
の
」
に
も
登
場
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
か
ら
、
浮
世
房
が
披
露
し
た
和
歌
に
詠
ま
れ
た
季
節
は
、
秋

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

次
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
選
択
肢
の
和
歌
で
詠
ま
れ
た
季
節
を
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
ア
で
す
が
、
「
春
過
ぎ
て
夏

来
た
る
ら
し
」
と
あ
り
、
（
晩
春
か
ら
）
初
夏
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
。
次
に
イ
で
す
が
、
「
秋
来
ぬ
」
は
、
秋
が
来

た
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
秋
（
立
秋
）
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
。
次
に
ウ
で
す
が
、
「
花
ぞ
昔
の
香
に
に
ほ
ひ
け
る
」

の
「
花
」
は
梅
の
花
で
あ
り
、
春
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
。
最
後
に
エ
で
す
が
、
「
冬
枯
れ
の
森
の
朽
葉
」
と
あ
り
、

冬
を
詠
ん
だ
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
正
答
は
イ
に
な
り
ま
す
。

な
お
、
浮
世
房
の
詠
ん
だ
和
歌
に
出
て
く
る
「
く
ら
か
り
の
声
」
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
か
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

①
「
三
五
夜
中
の
真
の
闇
」
か
ら
、
「
暗
が
り
」

②
「
鴈
の
わ
た
る
声
」
か
ら
、
「
雁
（
鴈
）
の
声
」

か
り

こ
の
よ
う
に
、
一
つ
の
語
に
二
つ
の
同
音
の
語
の
意
味
を
重
ね
る
技
法
を
、
掛

詞

と
い
い
ま
す
。
歌
人
た
ち
は
、

か
け
こ
と
ば

こ
う
し
た
技
法
を
駆
使
し
て
和
歌
の
世
界
を
豊
か
に
表
現
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

問
４

本
文
の
内
容
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ

の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。
（
３
点
）

ア

と
り
わ
け
ま
ん
ま
る
に
満
ち
る
八
月
十
五
日
の
月
を
餅
月
と
も
呼
ぶ
が
、
浮
世
房
は
、
月
見
の
会
で
満
月

を
ま
る
い
餅
に
た
と
え
た
和
歌
を
披
露
し
た
。

イ

八
月
十
五
日
の
月
見
の
会
に
集
ま
っ
た
歌
詠
み
た
ち
は
、
鴈
の
声
を
題
材
に
和
歌
を
詠
ん
だ
が
、
浮
世
房

が
ん

も
主
君
の
期
待
に
応
え
た
和
歌
を
披
露
し
た
。

ウ

前
も
っ
て
鴈
の
声
を
題
材
に
し
た
和
歌
を
用
意
し
て
い
た
浮
世
房
だ
っ
た
が
、
月
見
の
会
で
は
い
か
に
も

悩
ん
だ
ふ
り
を
し
て
和
歌
を
披
露
し
た
。

エ

主
君
か
ら
和
歌
を
詠
む
よ
う
に
催
促
さ
れ
た
浮
世
房
は
、
あ
れ
こ
れ
と
悩
み
抜
い
た
が
、
闇
夜
を
わ
た
る

鴈
の
声
を
き
っ
か
け
に
和
歌
を
披
露
し
た
。

【
正
答
】

エ
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【
解
説
】

本
文
の
記
述
と
選
択
肢
の
内
容
を
読
み
合
わ
せ
、
最
も
適
切
な
も
の
を
選
び
ま
す
。
ま
ず
ア
で
す
が
、
浮
世
房

が
披
露
し
た
和
歌
に
、
満
月
を
餅
に
例
え
た
表
現
は
あ
り
ま
せ
ん
。
次
に
イ
で
す
が
、
歌
詠
み
た
ち
は
、
満
月
を
詠

ん
だ
和
歌
を
「
含
み
句
」
と
し
て
用
意
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
鴈
の
声
を
題
材
に
し
た
和
歌
は
詠
ん
で
い

ま
せ
ん
。
次
に
ウ
で
す
が
、
「
仰
の
き
う
つ
ぶ
き
麦
穂
の
風
に
ふ
か
る
る
や
う
に
案
じ
」
は
落
ち
着
き
な
く
考
え
る

あ
ふ

様
子
を
表
現
し
て
お
り
、
浮
世
房
が
前
も
っ
て
用
意
し
た
和
歌
を
悩
ん
だ
ふ
り
を
し
て
披
露
し
た
の
で
は
な
い
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。
最
後
に
エ
で
す
が
、
浮
世
房
が
、
「
い
か
に
い
か
に
」
と
い
う
主
人
の
催
促
に
対
し
、
「
仰
の
き

う
つ
ぶ
き
麦
穂
の
風
に
ふ
か
る
る
」
よ
う
に
考
え
悩
み
ま
し
た
が
、
「
鴈
の
わ
た
る
声
」
を
聞
き
、
「
ふ
と
思
ひ
よ

り
て
」
和
歌
を
詠
ん
だ
と
述
べ
ら
れ
て
お
り
、
適
切
な
内
容
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
正
答
は
エ
に
な
り
ま
す
。

大
問
５

【
出
題
の
ね
ら
い
】

「
家
庭
ご
み
の
減
量
」
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
「
家
庭
ご
み
の
容
積
の
割
合
」
を
示
し
た
資
料
か
ら
正
確
に

読
み
取
っ
た
情
報
や
自
分
の
体
験
（
見
た
こ
と
聞
い
た
こ
と
な
ど
も
含
む
）
を
自
分
の
考
え
の
根
拠
と
し
て
、
段
落

や
構
成
に
注
意
し
な
が
ら
書
く
力
を
み
よ
う
と
し
た
も
の
で
す
。

【
解
説
】

ま
ず
は
、
自
分
の
も
の
の
見
方
や
考
え
方
を
整
理
す
る
た
め
に
、
作
文
の
構
成
メ
モ
（
一
例
）
を
書
き
ま
す
。
構

成
メ
モ
な
ど
を
つ
く
る
こ
と
で
、
文
章
の
柱
が
ぶ
れ
な
く
な
り
ま
す
。
ま
た
、
見
直
し
や
推
敲
が
し
や
す
く
な
り

す
い
こ
う

ま
す
。

①
「
家
庭
ご
み
の
減
量
」
に
つ
い
て
の
自
分
の
考
え
を
書
き
ま
す
。

②
「
家
庭
ご
み
の
容
積
の
割
合
」
の
資
料
か
ら
必
要
な
情
報
を
正
確
に
読
み
取
り
ま
す
。
①
の
自
分
の
考
え
の

根
拠
に
な
る
情
報
を
正
確
に
読
み
取
り
ま
す
。

③
①
の
考
え
の
根
拠
に
な
る
「
家
庭
ご
み
の
減
量
」
に
つ
い
て
の
自
分
の
体
験
を
書
き
ま
す
。

次
に
、
右
の
メ
モ
の
①
～
③
を
書
く
順
番
、
段
落
や
構
成
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。
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次
に
、
（
注
意
）
に
従
い
な
が
ら
、
記
述
に
入
り
ま
す
。
字
数
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、
同
じ
内
容
や
言
葉
が

重
複
し
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
自
分
の
考
え
や
意
見
を
述
べ
る
と
き
に
は
、
自
分
の
立
場
を
明
確
に
し
て
、

論
理
の
筋
道
が
通
る
よ
う
に
記
述
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
筋
道
を
立
て
て
書
く
と
、
自
分
の
考
え
や
意
見
を
相

手
に
説
得
力
を
も
っ
て
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
次
の
点
に
留
意
し
ま
し
ょ
う
。

①
自
分
の
考
え
や
意
見
、
判
断
の
根
拠
（
理
由
）
を
明
確
に
す
る
。

②
根
拠
（
理
由
）
は
、
客
観
性
や
信
頼
性
の
高
い
も
の
を
選
ぶ
。

③
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
自
分
の
立
場
が
ぶ
れ
な
い
（
自
分
の
意
見
が
揺
れ
な
い
）
よ
う
に
す
る
。

④
資
料
（
グ
ラ
フ
な
ど
）
か
ら
の
情
報
、
本
の
内
容
や
他
か
ら
聞
い
た
言
葉
な
ど
を
含
む
場
合
は
、
適
切
に
引

用
す
る
。

⑤
論
理
の
展
開
を
工
夫
し
、
順
序
立
て
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
す
る
。

理
由
を
あ
い
ま
い
に
し
た
り
、
体
験
の
内
容
が
意
見
と
ず
れ
て
い
た
り
、
途
中
で
「
ど
ち
ら
と
も
言
え
な
い
」

と
い
う
よ
う
に
立
場
が
ぶ
れ
て
し
ま
う
と
、
説
得
力
が
弱
い
文
章
と
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
意
見
・
根
拠
（
理
由
）
・

体
験
が
一
貫
し
て
い
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
た
、
「
論
理
の
展
開
」
に
つ
い
て
は
、
初
め
に
自
分
の
考
え
や
意
見

を
述
べ
、
そ
れ
を
裏
づ
け
る
事
実
（
体
験
）
を
述
べ
た
う
え
で
、
具
体
的
な
事
実
（
体
験
）
を
一
般
化
す
る
と
、

自
分
の
意
見
の
正
当
性
や
妥
当
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。
他
の
人
の
言
葉
な
ど
を
引
用
す
る
と
き
に
は
、「

」

で
く
く
っ
た
り
、
出
典
を
明
示
す
る
と
、
信
頼
性
が
高
ま
り
ま
す
。
記
述
に
際
し
て
は
、
対
象
と
な
る
事
柄
を
順

序
立
て
て
わ
か
り
や
す
く
説
明
し
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
注
意

に
、
「
原
稿
用
紙
の
正
し
い
使
い
方
に
従
っ
て
、
文
字
、
仮
名
遣
い
も
正
確
に
書
く
こ
と
。
」
と

(3)

あ
り
ま
す
が
、
句
読
点
、
符
号
、
改
行
な
ど
、
原
稿
用
紙
の
使
い
方
に
従
っ
て
文
章
を
書
き
、
書
い
た
文
章
を
推

敲
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
普
段
か
ら
、
文
章
を
書
く
際
に
、
学
習
し
た
漢
字
を
正
し
く
用

い
て
丁
寧
に
書
く
習
慣
を
身
に
つ
け
る
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

説
得
力
の
あ
る
文
章
を
書
く
に
は
、
説
明
し
た
い
内
容
を
端
的
に
表
す
言
葉
や
接
続
語
な
ど
を
適
切
に
使
え
る

と
い
う
こ
と
も
大
切
で
す
。
論
理
的
な
文
章
を
読
ん
だ
り
、
客
観
的
な
説
明
を
聞
い
た
り
す
る
学
習
活
動
を
大
切

に
し
ま
し
ょ
う
。
答
案
の
中
に
は
、
話
し
言
葉
を
そ
の
ま
ま
書
い
た
り
、
文
末
表
現
に
常
体
と
敬
体
が
混
じ
っ
た

り
し
て
い
る
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。
相
手
や
目
的
に
応
じ
た
、
適
切
な
表
現
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に

は
、
日
ご
ろ
か
ら
、
読
み
手
を
意
識
し
て
、
わ
か
り
や
す
い
文
章
に
す
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
ま
た
、
書
き
上
げ

た
あ
と
に
は
必
ず
読
み
返
し
て
、
自
分
の
文
章
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。


