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一

次
の
傍
線
部
①
～
⑦
の
カ
タ
カ
ナ
を
漢
字
に
直
し
な
さ
い
。
ま
た
、
傍
線
部
⑧
～
⑩
の
漢
字
は
読
み
を
ひ
ら
が
な
で
答
え
な
さ
い
。

①

切
手
を
シ
ュ
ウ
シ
ュ
ウ
し
て
い
る
。

②

シ
ョ
ウ
サ
イ
に
調
査
す
る
。

③

さ
ま
ざ
ま
な
要
素
を
モ
り
込
む
。

④

魚
を
レ
イ
ゾ
ウ
コ
で
保
管
す
る
。

⑤

予
算
を
サ
ク
ゲ
ン
す
る
。

⑥

お
つ
り
の
百
円
コ
ウ
カ
が
足
り
な
い
。

⑦

せ
っ
か
く
の
貯
金
を
ロ
ウ
ヒ
し
て
し
ま
っ
た
。

⑧

遠
大
な
計
画
を
企
て
る
。

⑨

心
の
中
は
空
虚
だ
っ
た
。

⑩

カ
ー
ブ
で
警
笛
を
鳴
ら
す
。
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二

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
後
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。
（
問
題
作
成
の
都
合
上
、
改
変
し
た
箇
所
が
あ
り
ま
す
。
）

現
状
で
は
、
公
共
性
の
高
い
場
面
で
分
か
り
に
く
い
外
来
語
が
無
造
作
に
多
用
さ
れ
、
必
要
な
情
報
の
共
有
や
円
滑
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
支
障
が
生
じ
て
い
ま
す
。

現
代
の
日
本
語
に
つ
い
て
、
多
く
の
人
に
共
通
し
た
素
朴
な
印
象
と
し
て
、
外
来
語
の
氾
濫
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
「
氾
濫
」
と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
も
分

は
ん
ら
ん

か
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
は
、
外
来
語
が
一
定
の
限
度
や
許
容
量
を
超
え
て
あ
ふ
れ
出
し
、
結
果
と
し
て
好
ま
し
く
な
い
状
況
を
招
い
て
い
る
と
い
っ
た
危
機
意
識
が
感
じ
ら
れ
ま

す
。河

川
が
氾
濫
す
れ
ば
、
国
土
や
そ
こ
に
住
む
人
々
に
被
害
が
及
び
ま
す
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
外
来
語
の
氾
濫
は
日
本
語
そ
れ
自
体
や
日
本
語
を
使
う
人
た
ち
に
何
ら
か
の
被

害
を
及
ぼ
し
ま
す
。
こ
こ
で
、
日
本
語
そ
の
も
の
に
被
害
が
及
ぶ
と
考
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
日
本
語
を
使
う
人
た
ち
に
被
害
が
及
ぶ
と
考
え
る
の
か
に
よ
っ
て
、
同
じ
く
外
来

語
の
氾
濫
と
言
っ
て
も
、
と
ら
え
方
に
は
違
い
が
出
て
き
ま
す
。

日
本
語
そ
の
も
の
に
被
害
が
及
ぶ
と
考
え
る
こ
と
に
は
、
日
本
語
が
長
い
歴
史
の
中
に
培
っ
て
き
た
良
き
言
葉
と
文
化
的
伝
統
と
が
、
二
つ
な
が
ら
崩
さ
れ
て
い
く
よ
う
な
危

機
感
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
一
方
、
日
本
語
を
使
う
人
た
ち
に
被
害
が
及
ぶ
と
考
え
る
こ
と
に
は
、
一
般
の
人
々
に
な
じ
み
の
な
い
外
来
語
が
世
の
中
に
出
回
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

日
常
生
活
を
営
む
上
で
必
要
と
さ
れ
る
大
切
な
情
報
の
や
り
取
り
や
意
思
の
疎
通
に
支
障
が
生
ず
る
と
い
っ
た
、
言
葉
の
機
能
不
全
に
対
す
る
危
惧
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

き

ぐ

二
つ
の
と
ら
え
方
の
う
ち
、
ど
ち
ら
を
強
く
意
識
す
る
か
は
、
人
に
よ
っ
て
違
い
が
あ
る
よ
う
で
す
。
言
葉
に
対
す
る
態
度
と
し
て
、
日
本
語
そ
の
も
の
へ
の
危
機
感
が
先
行

す
る
タ
イ
プ
の
人
は
、
過
去
か
ら
の
「

①

」
の
立
場
に
傾
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
一
方
、
日
本
語
に
よ
る
情
報
の
や
り
取
り
や
意
思
疎
通
の
面
で
の
危

惧
が
先
行
す
る
タ
イ
プ
の
人
は
、
同
時
代
に
生
き
て
い
る
人
と
人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
ま
ず
目
が
向
き
、
今
現
在
の
「

②

」
の
立
場
に
傾
い
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

外
来
語
の
氾
濫
に
対
す
る
態
度
と
し
て
、
大
き
く
「
伝
統
重
視
」
と
「
機
能
重
視
」
の
二
つ
の
立
場
が
あ
る
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
二
つ
の
立
場
は
、
必
ず
し
も
水
と

（

③

）
の
よ
う
に
互
い
に
排
斥
し
あ
う
性
質
の
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
く
ま
で
も
ど
ち
ら
の
側
面
を
重
視
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
大
切
な
の
は
、
問
題
に
な
っ
て

い
る
状
況
を
的
確
に
把
握
し
て
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
広
い
視
野
か
ら
適
切
な
判
断
を
下
し
、
柔
軟
な
対
応
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

さ
て
、
こ
こ
で
改
め
て
外
来
語
の
氾
濫
に
つ
い
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
現
代
社
会
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
差
し
迫
っ
た
問
題
と
し
て
緊
急
に
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
ど
ち
ら
の
側
面
に
か
か
わ
る
事
柄
で
し
ょ
う
か
。
恐
ら
く
多
く
の
人
た
ち
が
、
一
般
の
人
々
に
な
じ
み
の
な
い
外
来
語
が
世
の
中
に
出
回
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
常

生
活
を
営
む
上
で
必
要
と
さ
れ
る
大
切
な
情
報
の
や
り
取
り
や
意
思
の
疎
通
に
支
障
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
、
優
先
的
に
解
決
す
べ
き
課
題
と
し
て
選
ぶ
の
で
は
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。
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国
立
国
語
研
究
所
の
「
『
外
来
語
』
言
い
換
え
提
案

―
分
か
り
に
く
い
外
来
語
を
分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
の
言
葉
遣
い
の
工
夫

―
」
は
、
同
時
代
に
生
き
て
い
る
人
と

人
と
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
に
こ
の
よ
う
な
支
障
が
生
じ
て
い
る
現
状
を
、
そ
の
ま
ま
放
置
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
基
本
的
な
認
識
に
立
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
こ
れ

は
「

④

」
の
立
場
か
ら
の
提
案
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
言
い
換
え
提
案
」
と
言
う
と
、
外
来
語
で
あ
れ
ば
と
に
か
く
な
ん
で
も
言
い
換
え
て
し
ま
お
う
と

⑤

す
る
運
動
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
現
状
に
お
い
て
見
過
ご
す
べ
き
で
は
な
い
外
来
語
の
問
題
を
、
ま
ず
は
こ

れ
だ
と
見
定
め
て
、
適
切
な
対
応
策
を
考
え
て
い
る
わ
け
で
す
。

私
た
ち
は
、
一
人
一
人
が
、
大
き
く
分
け
れ
ば
「
公
的
な
世
界
」
と
「
私
的
な
世
界
」
の
二
つ
の
世
界
に
生
き
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
二
つ
の
世
界
を
き
ち
ん
と
区
別
す

る
こ
と
は
、
現
代
社
会
の
基
本
ル
ー
ル
の
一
つ
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
言
葉
は
社
会
を
維
持
す
る
た
め
の
根
幹
と
な
る
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
二
つ
の
世
界
の
区
別
は
、
そ
の
ま
ま
そ
れ
ぞ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
遣
い
の
区
別
に
つ
な

が
っ
て
い
ま
す
。
特
に
公
的
な
世
界
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
遣
い
は
、
大
勢
の
人
が
参
加
す
る
上
で
、
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
冒
頭
に
述
べ
た
「
公
共
性
の

高
い
場
面
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
公
的
な
世
界
の
一
つ
一
つ
の
場
面
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
遣
い
が
求
め
ら
れ
ま
す
。

そ
れ
で
は
、
公
共
性
の
高
い
場
面
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
遣
い
と
は
、
端
的
に
言
っ
て
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
現
代
社
会
の
目
指
す
と
こ
ろ
が
、
社
会
の
「
民
主
的
な
運
営
」

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
前
提
と
し
て
、
構
成
員
の
一
人
一
人
が
、
社
会
参
加
に
必
要
な
情
報
を
共
有
し
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
た
め
は
、
「
だ
れ
も
が
分
か
る
言
葉

を
皆
が
使
う
」
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
も
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
専
門
家
同
士
や
仲
間
内
で
し
か
通
じ
な
い
言
葉
遣
い
は
、
無
意
識
の
う
ち
に
多
く
の
人
を
排
除
し
て
し
ま
う
か

ら
で
す
。

現
代
社
会
に
お
い
て
、
国
の
省
庁
の
行
政
白
書
、
自
治
体
の
広
報
紙
、
新
聞
の
三
つ
は
、
公
共
性
の
高
い
場
面
に
属
す
る
情
報
媒
体
の
代
表
的
な
も
の
で
す
。
こ
れ
ら
で
使
わ

れ
る
言
葉
が
分
か
り
に
く
い
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
社
会
の
運
営
に
と
っ
て
深
刻
な
問
題
で
あ
る
は
ず
で
す
。
し
か
し
、
現
状
で
は
そ
う
い
う
認
識
が
必
ず
し
も
十
分
で
あ
る
と
は

思
え
ま
せ
ん
。⑥

基
本
的
に
、
独
り
善
が
り
の
言
葉
遣
い
は
、
公
共
性
と
は
相
い
れ
な
い
も
の
で
す
。
話
し
言
葉
で
あ
れ
、
書
き
言
葉
で
あ
れ
、
情
報
の
送
り
手
に
は
、
絶
え
ず
「
受
け
手
へ
の

配
慮
」
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
受
け
手
へ
の
配
慮
が
、
逆
に
公
共
性
を
保
証
し
て
い
る
と
言
っ
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。
公
共
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
基
本

が
受
け
手
へ
の
配
慮
で
あ
り
、
そ
の
配
慮
が
「
分
か
り
や
す
い
言
葉
遣
い
の
工
夫
」
に
自
然
に
結
び
付
い
て
い
く
、
そ
ん
な
好
循
環
を
生
み
出
す
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
社
会
の
運

⑦

営
は
一
歩
も
二
歩
も
前
進
す
る
は
ず
で
す
。

⑧

⑨

こ
こ
で
、
具
体
的
な
話
題
に
移
り
ま
し
ょ
う
。
国
民
各
層
か
ら
無
作
為
に
抽
出
し
て
行
っ
た
「
外
来
語
に
関
す
る
意
識
調
査
」
で
は
、
「
外
来
語
、
略
語
の
意
味
が
分
か
ら
ず

に
困
っ
た
経
験
の
有
無
」
に
つ
い
て
尋
ね
て
い
ま
す
。
国
民
全
体
を
見
る
と
、
困
っ
た
こ
と
が
「
し
ば
し
ば
あ
る
」
「
時
々
あ
る
」
と
い
う
回
答
の
合
計
が
、
ほ
ぼ
５
人
中
の
４

人
（
７
７
・
７
％
）
に
達
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
男
女
問
わ
ず
、
こ
の
傾
向
は
高
年
層
、
特
に
５
０
代
で
目
立
ち
、
６
０
代
以
上
で
は
「
し
ば
し
ば
あ
る
」
と
い
う
回
答
が
突
出
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し
て
い
ま
す
。

ふ
だ
ん
の
言
語
生
活
を
振
り
返
っ
て
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
人
が
外
来
語
や
略
語
に
対
す
る
困
惑
を
表
明
し
て
い
る
と
い
う
事
実
は
無
視
で
き
ま
せ
ん
。
何
ら
か
の
対
応
策
を
講

じ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
強
く
示
唆
し
て
い
ま
す
。
（
中
略
）

一
口
に
分
か
り
に
く
い
外
来
語
と
言
っ
て
も
、
個
々
の
外
来
語
に
は
そ
れ
ぞ
れ
に
背
景
や
事
情
が
あ
り
、
一
律
に
扱
え
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
を
検
討

し
て
、
言
い
換
え
語
を
採
用
す
る
の
が
良
い
の
か
、
あ
る
い
は
外
来
語
に
説
明
を
付
け
加
え
る
の
が
良
い
の
か
、
一
つ
一
つ
対
応
を
考
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
（
中
略
）
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以
上
の
よ
う
に
、
一
般
に
な
じ
み
の
な
い
分
か
り
に
く
い
外
来
語
は
、
何
ら
か
の
工
夫
を
し
て
分
か
り
に
く
さ
を
解
消
す
る
努
力
を
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
外
来
語
は
、
使

い
方
次
第
で
毒
に
も
（

⑯

）
に
も
な
り
ま
す
。
毒
に
な
ら
な
い
よ
う
に
う
ま
い
付
き
合
い
方
を
考
え
て
、
工
夫
を
す
る
こ
と
が
賢
明
な
道
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

（
相
澤
正
夫
『
外
来
語
と
現
代
社
会
』
）

問
一

①

・

②

・

④

に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
そ
れ
ぞ
れ
文
章
中
か
ら
漢
字
四
字
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。
同
じ
言
葉
を
二
回
用

い
て
も
か
ま
い
ま
せ
ん
。

問
二

（

③

）
・
（

⑯

）
に
あ
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
漢
字
一
字
で
答
え
な
さ
い
。

問
三

傍
線
部
⑤
「
そ
の
よ
う
な
も
の
」
の
指
示
す
る
内
容
を
文
章
中
か
ら
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
四

傍
線
部
⑥
「
独
り
善
が
り
の
言
葉
遣
い
」
と
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
言
葉
を
、
文
章
中
か
ら
二
十
字
以
内
で
抜
き
出
し
て
答
え
な
さ
い
。

問
五

傍
線
部
⑦
「
前
進
」
・
⑧
「
具
体
的
」
の
反
意
語
を
そ
れ
ぞ
れ
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。
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問
六

傍
線
部
⑨
「
無
作
為
に
抽
出
し
て
」
の
意
味
と
し
て
最
も
適
当
な
も
の
を
次
の
（
ア
）
～
（
エ
）
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）

合
理
的
に
手
を
加
え
る
こ
と
な
く
良
い
も
の
を
抜
き
出
し
て

（
イ
）

意
図
的
に
手
を
加
え
都
合
の
良
い
も
の
を
抜
き
出
し
て

（
ウ
）

意
図
的
に
手
を
加
え
る
こ
と
な
く
抜
き
出
し
て

（
エ
）

合
理
的
に
手
を
加
え
都
合
の
悪
い
も
の
は
抜
き
出
さ
な
く
て

問
七

〈

⑩

〉
～
〈

⑮

〉
に
当
て
は
ま
る
最
も
適
当
な
言
葉
を
次
の
（
ア
）
～
（
コ
）
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）

ア
ミ
ュ
ー
ズ
メ
ン
ト

（
イ
）

ケ
ア

（
ウ
）

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン

（
エ
）

ス
キ
ル

（
オ
）

グ
ロ
ー
バ
ル

（
カ
）

主
導
権

（
キ
）

手
引
き

（
ク
）

境
界
線

（
ケ
）

成
功

（
コ
）

交
通
手
段

問
八

こ
の
文
章
の
内
容
に
合
わ
な
い
も
の
を
次
の
（
ア
）
～
（
オ
）
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

●

●

●

●

（
ア
）

外
来
語
が
氾
濫
し
て
い
て
、
６
０
代
以
上
の
人
た
ち
は
「
外
来
語
言
い
換
え
運
動
」
に
賛
成
し
て
い
る
。

（
イ
）

外
来
語
の
氾
濫
は
、
日
本
語
や
そ
れ
を
使
う
人
た
ち
に
何
ら
か
の
被
害
を
及
ぼ
し
て
い
る
。

（
ウ
）

外
来
語
の
意
味
が
分
か
ら
ず
困
っ
た
経
験
は
全
世
代
に
あ
る
と
い
う
事
実
は
看
過
で
き
な
い
。

（
エ
）

外
来
語
が
氾
濫
し
て
い
る
が
、
国
民
は
努
力
を
し
て
外
来
語
を
す
べ
て
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

（
オ
）

民
主
的
な
社
会
を
運
営
す
る
た
め
に
は
、
誰
も
が
分
か
る
言
葉
が
不
可
欠
で
あ
る
。
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三

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

通
夜
の
夜
、
一
通
り
弔
問
客
が
帰
っ
た
後
の
部
屋
は
静
か
だ
っ
た
。

ち
ょ
う
も
ん

冬
子
は
、
畳
の
上
の
布
団
に
横
た
わ
っ
て
い
る
父
の
亡
骸
を
ぼ
ん
や
り
と
見
つ
め
て
い
た
。

な
き
が
ら

「
雪
、
降
っ
て
き
た
み
た
い
ね
…
…
」

客
を
送
り
戻
っ
て
き
た
兄
嫁
が
言
っ
た
。

「
…
…
義
父
さ
ん
、
雪
好
き
だ
っ
た
か
ら
…
…
き
っ
と
喜
ん
で
る
わ
」

と

お

そ
う
言
い
な
が
ら
、
隣
の
客
間
で
テ
ー
ブ
ル
の
上
の
片
づ
け
を
す
る
兄
嫁
に
、

①

②

「
あ
、
義
姉
さ
ん
、
あ
た
し
や
る
か
ら
」

ね
え

「
い
い
の
よ
、
冬
ち
ゃ
ん
。
久
し
ぶ
り
な
ん
だ
か
ら
、
ゆ
っ
く
り
お
別
れ
し
て
あ
げ
て
…
…
じ
っ
く
り
顔
見
た
い
だ
ろ
う
か
ら
…
…
」

③

「
今
さ
ら
あ
た
し
の
顔
見
た
っ
て
喜
ば
な
い
わ
よ
、
こ
の
人
…
…
」

冬
子
は
薄
く
笑
い
な
が
ら
言
っ
た
。

兄
嫁
は
、
そ
れ
に
は
答
え
ず
黙
っ
て
片
づ
け
を
続
け
た
。

部
屋
に
は
、
線
香
の
匂
い
と
は
別
に
、
馴
染
み
の
あ
る
実
家
の
匂
い
が
し
て
い
る
。

な

じ

＊

冬
子
が
こ
の
家
を
出
て
、
三
年
の
月
日
が
過
ぎ
て
い
た
。

父
が
倒
れ
た
と
い
う
知
ら
せ
を
聞
い
て
か
ら
も
、
病
院
に
一
度
、
見
舞
に
行
っ
た
き
り
だ
っ
た
。

み
ま
い

冬
子
が
病
室
の
入
口
に
立
つ
と
、
ベ
ッ
ド
の
上
の
父
は
ち
ら
り
と
こ
ち
ら
を
見
た
が
、
す
ぐ
に
再
び
天
井
の
方
へ
向
き
直
り
、
目
を
閉
じ
た
。

そ
れ
き
り
、
何
も
話
さ
な
か
っ
た
。④

間
に
立
た
さ
れ
た
兄
嫁
が
、
冬
子
に
目
で
合
図
を
し
た
が
、
冬
子
も
ま
た
、
父
に
声
を
掛
け
る
こ
と
を
し
な
か
っ
た
。

「
…
…
子
供
み
た
い
」

冬
子
は
聞
こ
え
る
か
聞
こ
え
な
い
か
の
声
で
呟
い
た
。
父
は
動
か
な
い
。

つ
ぶ
や

「
マ
マ
…
…
」
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春
子
が
冬
子
の
手
を
ギ
ュ
ッ
と
摑
ん
だ
。

つ
か

左
手
に
は
い
つ
も
の
人
形
を
抱
き
、
右
手
は
冬
子
の
手
を
握
り
し
め
て
い
る
。

父
は
春
子
の
声
に
、
少
し
反
応
し
た
よ
う
に
も
見
え
た
。
そ
れ
で
も
こ
ち
ら
を
向
く
こ
と
は
な
か
っ
た
。

⑤
…
…
子
供
み
た
い
。

と
は
、
自
分
に
向
け
た
言
葉
で
も
あ
っ
た
。

父
は
き
っ
と
、
春
子
の
成
長
し
た
姿
を
見
た
い
だ
ろ
う
。
そ
う
思
っ
て
、
春
子
を
連
れ
て
こ
こ
へ
来
た
は
ず
な
の
に
。

春
子
は
八
歳
に
な
っ
て
い
た
。

「
…
…
マ
マ
…
…
帰
ろ
う
…
…
」

⑥

三
年
会
わ
な
か
っ
た
だ
け
だ
が
、
時
間
と
病
は
、
父
の
風
貌
を

⑦

変
え
て
し
ま
っ
て
い
た
。
冬
子
で
す
ら
病
室
に
入
っ
た
瞬
間
、
父
を
見
違
え
た
。

⑧

幼
い
春
子
が
、
父
を
見
て
、
か
つ
て
の
お
祖
父
ち
ゃ
ん
と
わ
か
ら
な
く
て
も
無
理
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

じ
い

ベ
ッ
ド
の
上
の
老
人
を
春
子
は
恐
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

五
歳
ま
で
一
緒
に
住
み
、
自
分
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
優
し
い
お
祖
父
ち
ゃ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

＊

母
と
早
く
死
に
別
れ
、
父
は
男
手
一
つ
で
冬
子
と
兄
を
育
て
た
。
男
親
で
あ
る
が
故
に
気
が
回
ら
な
い
部
分
も
あ
り
、
冬
子
は
寂
し
い
思
い
を
し
た
こ
と
も
あ
る
。

⑨

無
骨
な
人
で
あ
っ
た
父
は
、
戸
惑
い
な
が
ら
恐
る
恐
る
冬
子
を
育
て
た
。
兄
に
は
気
安
く
言
え
る
こ
と
も
、
娘
に
は
気
を
使
い
、
ぎ
こ
ち
な
く
な
る
の
を
冬
子

の
側
も
感
じ
な
が
ら
育
っ
た
。

そ
の
ぶ
ん
、
冬
子
も
父
に
物
を
言
え
な
い
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。
母
親
と
選
ん
だ
と
い
う
、
友
達
の
着
て
い
る
洋
服
が
羨
ま
し
く
て
、
一
人
で
泣
い
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
れ
で

う
ら
や

も
、
駄
々
を
こ
ね
て
父
を
困
ら
せ
た
記
憶
は
な
い
。
父
の
選
ぶ
服
は
い
つ
も
、
少
し
（

⑩

）
で
、
時
代
遅
れ
の
よ
う
で
も
あ
っ
た
が
、
冬
子
に
は
よ
く
似
合
っ
た
。
で
も
た

ま
に
は
、
少
し
似
合
わ
な
く
て
も
、
女
同
士
で
騒
ぎ
な
が
ら
選
ん
だ
よ
う
な
、
（

⑪

）
な
服
も
着
て
み
た
い
。
そ
う
思
う
こ
と
も
あ
っ
た
。

春
子
が
生
ま
れ
て
か
ら
、
父
は
春
子
に
（

⑫

）
な
服
ば
か
り
を
買
っ
て
き
た
。
冬
子
か
ら
見
る
と
そ
れ
は
、
ど
こ
か
ト
ン
チ
ン
カ
ン
で
間
が
抜
け
て
い
た
。
し
か
し
、
幼

い
春
子
は
冬
子
の
選
ぶ
（

⑬

）
な
服
を
嫌
い
、
父
の
選
ん
だ
服
の
方
を
着
た
が
っ
た
。

冬
子
は
そ
れ
が
、
父
が
、
自
分
を
育
て
直
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
て
癪
だ
っ
た
。

し
ゃ
く

春
子
が
、
父
の
反
対
を
押
し
切
っ
て
シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
道
を
選
ん
だ
自
分
の
よ
う
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
。

大
ら
か
で
明
る
く
、
誰
に
で
も
可
愛
が
ら
れ
る
よ
う
に
、
無
邪
気
に
育
つ
よ
う
に
と
。
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春
子
は
、
父
に
甘
え
る
だ
け
甘
え
、
父
も
春
子
を
手
放
し
で
可
愛
が
っ
た
。

…
…
着
せ
替
え
人
形
み
た
い
。

父
の
買
っ
た
服
を
着
て
は
し
ゃ
ぐ
春
子
を
見
て
そ
う
思
っ
た
。

あ
の
時
、
子
供
を
生
ん
で
自
分
一
人
で
育
て
る
、
と
い
う
冬
子
の
決
断
を
、
父
は
否
定
し
た
。

「
お
前
は
そ
れ
で
い
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
子
供
は
ど
う
な
る
。
ど
れ
ほ
ど
寂
し
い
思
い
を
す
る
か
…
…
」

「
片
親
の
寂
し
さ
は
、
わ
た
し
が
一
番
わ
か
っ
て
る
わ
」

言
っ
て
す
ぐ
に
後
悔
し
た
が
遅
か
っ
た
。

「
…
…
そ
れ
ほ
ど
寂
し
く
も
な
か
っ
た
け
ど
」

と
言
い
足
し
て
み
た
が
、
父
は
た
だ
黙
っ
て
い
た
。

…
…
勝
手
に
し
ろ
。

と
、
そ
の
背
中
は
言
っ
て
い
た
。

強
が
っ
て
み
た
も
の
の
、
生
ん
で
し
ま
え
ば
、
結
局
父
に
頼
っ
て
暮
ら
し
て
い
る
自
分
も
嫌
だ
っ
た
。

そ
ん
な
自
分
の
気
持
ち
に
気
づ
い
て
い
な
い
よ
う
な
顔
で
、
春
子
を
可
愛
が
る
父
の
態
度
も
堪
ら
な
か
っ
た
。

た
ま

父
は
、
春
子
で
自
分
を
育
て
直
し
て
い
る
。

そ
れ
が
、
今
ま
で
の
自
分
を
否
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
嫌
だ
っ
た
。

…
…
で
も
。

と
、
冬
子
は
思
っ
た
。

自
分
も
ま
た
、
春
子
を
一
人
で
育
て
る
こ
と
で
、
父
の
や
っ
て
き
た
こ
と
を
や
り
直
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

一
人
で
育
て
た
っ
て
、
自
分
の
よ
う
な
子
に
は
し
な
い
と
。

自
分
も
同
じ
よ
う
に
、
父
の
目
の
前
で
父
を
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

⑭

い
や
、
そ
の
つ
も
り
は
な
か
っ
た
が
、
お
そ
ら
く
父
は
そ
う
感
じ
て
い
た
だ
ろ
う
。

登
録
し
て
い
た
会
社
か
ら
知
ら
せ
が
き
て
、
派
遣
の
仕
事
先
が
決
ま
っ
た
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
冬
子
は
春
子
を
連
れ
て
、
父
の
家
を
出
た
。

「
そ
ん
な
フ
ワ
フ
ワ
し
た
状
態
で
や
っ
て
い
け
る
の
か
」

父
は
そ
う
言
っ
た
が
、
止
め
は
し
な
か
っ
た
。
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…
…
や
っ
て
い
け
る
。
い
や
、
や
っ
て
い
く
し
か
な
い
。

あ
の
時
冬
子
に
は
、
他
の
道
は
選
べ
な
か
っ
た
。

＊

そ
れ
以
来
、
冬
子
の
足
は
実
家
か
ら
遠
の
い
た
。

傷
つ
け
た
く
な
い
、
は
言
い
訳
で
、
傷
つ
き
た
く
な
い
、
が
本
当
だ
っ
た
。
そ
れ
は
自
分
が
一
番
よ
く
知
っ
て
い
た
。

父
が
入
院
し
、
も
う
長
く
な
さ
そ
う
だ
と
聞
い
た
時
、
傷
つ
い
て
も
い
い
か
ら
春
子
を
も
う
一
度
父
に
会
わ
せ
よ
う
と
病
院
に
来
た
。

そ
の
は
ず
な
の
に
。

た
だ
天
井
を
見
つ
め
た
ま
ま
何
も
言
わ
な
い
父
を
、
子
供
み
た
い
と
感
じ
な
が
ら
、
そ
の
父
に
言
葉
を
掛
け
な
い
自
分
も
、
ま
た
子
供
み
た
い
だ
と
、
冬
子
は
感
じ
た
。

⑮｢

…
…
ね
え
、
マ
マ
…
…
帰
ろ
う
よ
…
…｣

「
…
…
う
ん
。
じ
ゃ
あ
お
祖
父
ち
ゃ
ん
に
バ
イ
バ
イ
言
っ
て
」

じ
い

春
子
は
、
人
形
の
手
を
持
っ
て
振
り
、
小
さ
な
声
で
、

「
…
…
バ
イ
バ
イ
…
…
」

と
言
っ
た
。

以
来
、
次
の
時
は
…
…
と
思
い
な
が
ら
も
、
グ
ズ
グ
ズ
し
て
い
る
う
ち
に
、
病
は
早
く
進
み
、
あ
っ
け
な
く
父
は
逝
っ
た
。

（
太
田
光
『
マ
ボ
ロ
シ
の
鳥
』
）

問
一

傍
線
部
①
・
②
・
③
は
、
誰
で
す
か
。
次
の
（
ア
）
～
（
エ
）
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）

冬
子

（
イ
）

兄
嫁

（
ウ
）

春
子

（
エ
）

父

問
二

傍
線
部
④
「
目
で
合
図
を
し
た
」
と
あ
り
ま
す
が
、
ど
う
い
う
意
味
の
合
図
で
す
か
。
文
章
中
の
言
葉
を
使
っ
て
答
え
な
さ
い
。
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問
三

傍
線
部
⑤
「
…
…
子
供
み
た
い
」
と
あ
り
ま
す
が
、
誰
の
ど
の
よ
う
な
行
動
で
す
か
。
文
章
中
の
言
葉
を
使
っ
て
答
え
な
さ
い
。

問
四

⑥

～

⑨

に
あ
て
は
ま
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
（
ア
）
～
（
エ
）
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）
⑥

わ
ず
か

⑦

少
し

⑧

そ
の
上

⑨

元
来

（
イ
）
⑥

た
ま
に

⑦

ま
っ
た
く

⑧

さ
ら
に

⑨

も
と
よ
り

（
ウ
）
⑥

た
っ
た

⑦

す
っ
か
り

⑧

ま
し
て

⑨

も
と
も
と

（
エ
）
⑥

ほ
ん
の

⑦

ぜ
ん
ぜ
ん

⑧

わ
ず
か

⑨

ず
ば
り

問
五

（

⑩

）
～
（

⑬

）
に
あ
て
は
ま
る
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
正
し
い
も
の
を
次
の
（
ア
）
～
（
エ
）
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）
⑩

派
手

⑪

派
手

⑫

派
手

⑬

地
味

（
イ
）
⑩

地
味

⑪

地
味

⑫

派
手

⑬

派
手

（
ウ
）
⑩

地
味

⑪

派
手

⑫

派
手

⑬

地
味

（
エ
）
⑩

地
味

⑪

派
手

⑫

派
手

⑬

派
手

問
六

傍
線
部
⑭
「
そ
う
感
じ
て
い
た
」
と
あ
り
ま
す
が
「
そ
う
」
の
指
示
す
る
内
容
を
答
え
な
さ
い
。

問
七

傍
線
部
⑮
「
…
…
ね
え
、
マ
マ
…
…
帰
ろ
う
よ
…
…
」
と
あ
り
ま
す
が
、
な
ぜ
、
春
子
は
そ
う
言
っ
た
と
冬
子
は
思
っ
た
の
で
す
か
。
文
章
中
の
言
葉
を
使
っ
て
答
え
な

さ
い
。
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四

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

※

※

日
す
で
に
暮
れ
か
か
る
ほ
ど
に
、
利
根
川
の
ほ
と
り
、
ふ
さ
と
い
ふ
所
に
つ
く
。
こ
の
川
に
て
鮭
の
網
代
と
い
ふ
も
の
を
た
く
み
て
、
武
江
の
市
に
ひ

あ
じ
ろ

し
か
け
て
、

江
戸
の
市
場
で
売

①

②

さ
ぐ
も
の
あ
り
。
よ
ひ
の
ほ
ど
、
そ
の
漁
家
に
入
り
て
や
す
ら
ふ
。
夜
の
や
ど
な
ま
ぐ
さ
し
。
月
く
ま
な
く
は
れ
け
る
ま
ま
に
、
夜
舟
さ
し
だ
し
て
鹿
島

る
に
い
た
る
。

③

ひ
る
よ
り
あ
め
し
き
り
に
ふ
り
て
、
月
見
る
べ
く
も
あ
ら
ず
。
ふ
も
と
に
、
根
本
寺
の
さ
き
の
和
尚
、
今
は
世
を
の
が
れ
て
、
こ
の
所
に
お
は
し
け
る

④

⑤

と
い
ふ
を
聞
き
て
、
尋
ね
入
り
て
ふ
し
ぬ
。
す
こ
ぶ
る
人
を
し
て
深
省
を
発
せ
し
む
と
吟
じ
け
む
、
し
ば
ら
く
清
浄
の
心
を
得
る
に
似
た
り
。
あ
か
つ>

人
に
深
い
反
省
の
思
い
を
抱
か
せ
る
と
よ
ん
だ
よ
う
に
、

⑥

き
の
空
、
い
さ
さ
か
は
れ
け
る
を
、
和
尚
起
こ
し
お
ど
ろ
か
し
侍
れ
ば
、
人
々
起
き
出
で
ぬ
。
月
の
ひ
か
り
、
あ
め
の
音
、
だ
だ
あ
は
れ
な
る
け
し
き
の

⑦

⑧

み
む
ね
に
み
ち
て
、
い
ふ
べ
き
こ
と
の
葉
も
な
し
。
は
る
ば
る
と
月
見
に
き
た
る
か
ひ
な
き
こ
そ
ほ
ゐ
な
き
わ
ざ
な
れ
。
か
の
何
が
し
の
女
す>

十
分
に
句
に
詠
む
こ
と
が
で
き
な
い
。

ほ
と
と
ぎ
す

⑨

ら
、
郭
公
の
歌
、
え
詠
ま
で
か
へ
り
わ
づ
ら
ひ
し
も
、
我
た
め
に
は
よ
き
荷
担
の
人
な
ら
む
か
し
。

よ

よ
い
味
方
と
い
う
人
ら
し
い
。

和
尚

⑩

⑪

を
り
を
り
に

か
は
ら
ぬ
空
の

月
か
げ
も

ち
ぢ
の
な
が
め
は

雲
の
ま
に
ま
に

さ
ま
ざ
ま
な
眺
め
と
な
る
の
は
雲
の
変
化
に
よ
る
も
の
で
あ
る

⑫

月
は
や
し

こ
ず
ゑ
は
雨
を

持
ち
な
が
ら

桃
青

月
が
速
く
動
い
て
見
え
る

⑬（
松
尾
芭
蕉
『
鹿
島
紀
行
』
）



- 13 -

※

ふ
さ
…
…

布
佐
（
千
葉
県
我
孫
子
市
）

※

網
代
…
…

魚
を
捕
ら
え
る
装
置

問
一

傍
線
部
①
「
よ
ひ
」
・
⑦
「
ほ
ゐ
」
・
⑩
「
を
り
を
り
」
・
⑫
「
こ
ず
ゑ
」
を
、
現
代
仮
名
遣
い
に
直
し
な
さ
い
。

問
二

傍
線
部
②
「
月
く
ま
な
く
は
れ
け
る
ま
ま
に
」
・
③
「
月
見
る
べ
く
も
あ
ら
ず
」
・
⑤
「
あ
か
つ
き
の
空
」
・
⑨
「
え
詠
ま
で
」
の
現
代
語
訳
と
し
て
、
最
も
適
当
な
も
の

を
次
の
（
ア
）
～
（
エ
）
の
中
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）
月
が
と
つ
ぜ
ん
に
晴
れ
わ
た
っ
た
の
で

②

月
く
ま
な
く
は
れ
け
る
ま
ま
に

（
イ
）
月
が
か
げ
も
な
く
晴
れ
わ
た
っ
た
の
で

（
ウ
）
月
の
光
が
な
い
の
に
晴
れ
わ
た
っ
た
の
で

（
エ
）
月
が
趣
な
く
晴
れ
わ
た
っ
た
の
で

（
ア
）
十
五
夜
の
名
月
を
見
る
よ
う
に
で
き
て
い
な
い

③

月
見
る
べ
く
も
あ
ら
ず

（
イ
）
十
五
夜
の
名
月
は
見
な
い
よ
う
に
し
よ
う

（
ウ
）
十
五
夜
の
名
月
は
見
る
こ
と
が
で
き
な
い

（
エ
）
十
五
夜
の
名
月
を
見
よ
う
と
は
思
わ
な
い

（
ア
）
明
け
方
の
空

⑤

あ
か
つ
き
の
空

（
イ
）
夕
方
の
空

（
ウ
）
昼
間
の
空

（
エ
）
夜
中
の
空

（
ア
）
詠
め
と
い
わ
れ
た
の
で

⑨

え
詠
ま
で

（
イ
）
詠
め
て
し
ま
っ
た
の
で

（
ウ
）
詠
も
う
と
し
た
の
で

（
エ
）
詠
む
こ
と
が
で
き
な
い
で
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問
三

傍
線
部
④
・
⑥
・
⑪
の
「
ぬ
」
の
中
で
意
味
が
違
う
の
は
ど
れ
で
す
か
。
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

問
四

傍
線
部
⑧
「
か
の
何
が
し
の
女
」
と
は
、
清
少
納
言
の
こ
と
で
す
。
清
少
納
言
の
作
品
名
を
漢
字
で
答
え
な
さ
い
。

問
五

傍
線
部
⑬
の
作
品
を
、
次
の
（
ア
）
～
（
エ
）
の
中
か
ら
選
び
、
記
号
で
答
え
な
さ
い
。

（
ア
）

柿
食
え
ば

鐘
が
な
る
な
り

法
隆
寺

（
イ
）

菜
の
花
や

月
は
東
に

日
は
西
に

（
ウ
）

雀
の
子

そ
こ
の
け
そ
こ
の
け

お
馬
が
通
る

（
エ
）

五
月
雨
を

あ
つ
め
て
早
し

最
上
川


