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か
た
つ
む
り
び
び
び
び
び
び
と
目
が
の
び
る

小
学
二
年
生
の
女
子
の
作
っ
た
句
で
す
。
ず
い
ぶ
ん
前
に
目
に

し
た
句
で
す
が
、
今
も
蝸
牛
の
角
が
伸
び
て
ゆ
く
様
子
が
眼
前
の

景
と
し
て
見
え
て
き
ま
す
。
こ
ん
な
句
に
出
会
う
と
、
あ
ら
た
め

て
「
そ
う
だ
、
そ
う
だ
、
蝸
牛
の
角
は
こ
ん
な
風
に
伸
び
て
ゆ
く
」

と
、
雨
に
濡ぬ

れ
た
蝸
牛
の
こ
と
を
思
い
出
す
の
で
す
。

こ
の
作
者
は
、
蝸
牛
が
殻か

ら

か
ら
頭
を
出
し
、
角
を
伸
ば
す
様
子

を
目
の
あ
た
り
に
し
て
び
っ
く
り
し
た
の
で
し
ょ
う
。
そ
の
様
子

を
ど
う
伝
え
て
い
い
の
か
わ
か
ら
ぬ
ま
ま
、
つ
い
「
び
び
び
び
び

び
」
と
い
う
自
分
流
の
擬
態
語
で
そ
の
驚
き
を
表
現
し
た
の
で
し

ょ
う
。
大
人
に
な
っ
て
二
度
と
生
き
た
蝸
牛
を
見
る
機
会
が
な
く

て
も
、
こ
の
作
者
は
「
か
た
つ
む
り
」
と
い
う
言
葉
に
触
れ
れ
ば
、

そ
の
形
や
生
態
を
如
実
に
思
い
出
す
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
い
つ
の
日
か
、「
か
た
つ
む
り
」
は
漢
字
で
「
蝸
牛
」

と
書
く
の
だ
と
い
う
こ
と
も
知
る
で
し
ょ
う
。
も
し
か
し
た
ら
、

何
故
こ
ん
な
字
を
書
く
の
か
し
ら
と
思
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
自

分
が
子
供
の
頃
に
「
び
び
び
び
び
び
」
と
と
ら
え
た
の
は
蝸
牛
の

角
。
角
を
持
つ
の
は
牛
。
カ
タ
ツ
ム
リ
と
ウ
シ
は
、
ツ
ノ
を
共
有

し
て
い
る
こ
と
で
結
ば
れ
る
。
そ
ん
な
解
字
を
楽
し
む
日
が
あ
る

か
も
し
れ
な
い
の
で
す
。

灰
色
の
象
の
か
た
ち
を
見
に
ゆ
か
ん

津
沢
マ
サ
子

津
沢
マ
サ
子
さ
ん
に
と
っ
て
、
象
は
「
灰
色
」
の
「
か
た
ち
」

な
の
で
す
。
こ
の
印
象
は
、「
象
」
を
見
た
と
き
に
頭
に
刻
み
込

ま
れ
た
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
。「
灰
色
の
か
た
ち
」
と
し
て

認
識
さ
れ
た
象
、
体
の
一
部
に
目
を
近
づ
け
て
皮
膚
の
様
子
だ
け

を
詳
し
く
観
察
し
た
象
、
ど
ち
ら
も
見
た
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い

の
で
す
が
、
私
に
は
「
灰
色
の
か
た
ち
」
と
し
て
見
た
ほ
う
に
、

あ
の
大
き
な
象
を
見
た
実
感
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

蝸
牛
を
見
た
小
学
生
が
、「
角
の
先
の
目
」
と
い
う
細
部
か
ら

蝸
牛
の
全
体
を
認
識
し
た
よ
う
に
、
津
沢
マ
サ
子
さ
ん
は
「
か
た

ち
」
と
い
う
全
体
か
ら
象
の
耳
や
鼻
や
太
い
脚
を
と
ら
え
た
の
で

す
。「
象
」
と
い
う
字
が
「
す
が
た
・
か
た
ち
」
を
表
す
字
で
あ

る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
昔
々
の
人
が
あ
の
巨
体
に
「
象
」
の
字

を
当
て
た
こ
と
に
納
得
が
ゆ
く
の
で
す
。

俳
句
に
少
し
足
を
突
っ
込
む
と
、
か
な
ら
ず
「
モ
ノ
を
よ
く
見

る
こ
と
」
と
い
う
古
参
の
訓
示
を
耳
に
す
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

だ
け
ど
、
こ
ん
な
に
難
し
い
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
細
部
に
こ
だ

わ
れ
ば
全
体
が
わ
か
ら
な
く
な
る
し
、
お
お
ま
か
に
見
て
い
る
と

細
部
が
わ
か
ら
な
く
な
る
―
―
。

と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
蝸
牛
や
象
を
見
た
こ
と
が
な
く
て
も

「
見
た
よ
う
な
気
分
に
な
る
」
の
は
、
私
た
ち
の
脳
裏
に
、
写
真

と
か
映
像
と
か
人
の
話
と
か
詩
歌
や
文
章
で
触
れ
た
蝸
牛
体
験
や

象
体
験
が
、
い
つ
し
か
本
物
以
上
の
本
物
と
な
っ
て
根
を
下
ろ
し

て
い
る
か
ら
で
し
ょ
う
。

虚
構
の
お
も
し
ろ
さ
を
言
語
で
書
く
と
い
う
文
学
や
文
芸
で
は
、

言
葉
か
ら
広
が
る
空
想
と
か
想
像
と
か
類
推
な
ど
を
膨
ら
ま
せ
る

楽
し
み
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
見
た
こ
と
が
な
い
も
の
を「
見
た
よ

う
な
気
分
」に
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
て
も
刺
激
的
で
す
。

私
た
ち
が
い
く
ら
が
ん
ば
っ
て
も
、
生
涯
に
見
る
こ
と
の
で
き

る
モ
ノ
に
は
限
度
が
あ
り
ま
す
し
、
い
く
ら
見
尽
く
し
た
と
思
っ

て
も
高
が
知
れ
て
い
ま
す
。
そ
ん
な
限
り
あ
る
私
た
ち
の
実
体
験

を
無
限
の
世
界
に
誘
う
の
が
言
葉
。
そ
う
思
う
と
、
言
葉
の
一
つ

一
つ
が
と
て
も
大
事
に
思
え
て
き
ま
す
。
と
同
時
に
、
い
か
に
些さ

細さ
い

な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
自
分
が
見
た
り
、
聞
い
た
り
、
触
れ
た

り
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
自
分
の
も
の
に
し
て
お
く
こ
と

だ
と
思
う
の
で
す
。

た
か
が
蝸
牛
一
匹
で
あ
っ
て
も
、
類
推
の
広
が
り
は
、
千
の
蝸

牛
、
万
の
蝸
牛
、
古
生
代
の
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
の
世
界
、
虫
の
誘
う

世
界
、
咼か

の
誘
う
世
界
、
な
ど
に
ま
で
及
ん
で
ゆ
き
ま
す
。

何
か
を
見
知
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
の
た
め
の
イ
ン
デ
ッ
ク

ス
を
豊
か
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
イ
ン
デ
ッ
ク
ス
は
、

後
日
、
あ
る
言
葉
に
出
会
っ
た
時
、
自
分
の
内
部
に
ひ
そ
む
言
葉

を
引
き
出
し
て
く
れ
ま
す
。「
も
の
を
見
る
」
と
は
、
言
葉
に
よ

る
再
生
原
理
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。

一
九
三
五
年
生
ま
れ
。
一
九
八
二
年
、
第
二
十
九
回
現
代
俳
句
協
会
賞
、
二
〇
〇
一
年
、
第
三
十
五

回
蛇
笏
賞
を
受
賞
。
二
〇
〇
二
年
に
は
紫
綬
褒
章
を
受
章
す
る
。
女
流
俳
句
史
、
古
季
語
の
経
緯
に

関
す
る
研
究
、
評
論
活
動
な
ど
幅
広
い
活
動
を
行
う
。
主
な
句
集
に
、『
り
ら
の
木
』（
草
苑
俳
句
会
）、

『
象
』（
角
川
書
店
）、
文
集
『
つ
ば
く
ろ
の
日
々
』（
深
夜
叢
書
）、『
わ
た
し
の
歳
事
ノ
ー
ト
』（
富
士

見
書
房
）、『
里
山
歳
時
記
田
ん
ぼ
の
ま
わ
り
で
』(

Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版)

な
ど
多
数
。

18
年
度
版
教
材

「
俳
句
の
可
能
性
」（
3
年
）
筆
者
か
ら
の
メ
ッ
セ
ー
ジ

蝸
牛

か
た
つ
む
り

と
象

「
見
る
」
と
い
う
こ
と

俳
人

宇う

多だ

喜き

代よ

子こ

※

※
咼
…
「
ま
る
い
」「
ま
る
く
回
る
」
な
ど
の
意
味
を
含
み
、「
渦
」、「
蝸
」
な
ど
の
構
成
要
素
と
な
る
。
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