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第
二
章 

幼
児
の
漢
字
教
育
は
こ
う
し
て
や
る 

      

漢
字
教
育
は
い
つ
か
ら
始
め
る
か 

 

漢
字
は
零
歳
か
ら
憶
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
が
、
零
歳
か
ら
漢
字
学
習
を
始
め
る
と
、
韓
国
の
天
才

児
・
金
雄
鎔
君
の
例
の
よ
う
に
、
三
歳
で
ど
ん
な
本
で
も
読
め
る
よ
う
に
な
り
、
十
歳
く
ら
い
で
高
校
卒

の
実
力
が
つ
い
て
し
ま
い
ま
す
。 

し
か
し
日
本
で
は
、
ど
ん
な
に
実
力
が
あ
っ
て
も
、
年
齢
に
従
っ
た
教
育
し
か
受
け
る
こ
と
が
出
来
な

い
、
と
い
う
制
度
に
な
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
日
本
で
は
、
金
雄
鎔
君
の
よ
う
な
子
供
は
、
ど
こ
の
学

校
で
も
受
け
入
れ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
こ
れ
で
は
困
り
ま
す
。 

従
っ
て
漢
字
教
育
は
、
零
歳
か
ら
始
め
る
の
が
最
も
有
効
で
す
が
、
わ
が
国
の
実
情
か
ら
し
ま
す
と
、

三
歳
く
ら
い
か
ら
始
め
る
の
が
最
も
良
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。 

あ
と
で
述
べ
ま
す
が
、
誤
っ
た
乳
幼
児
教
育
の
た
め
に
、
こ
の
ご
ろ
問
題
児
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。 
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             自
閉
症
的
な
傾
向
の
強
い
子
供
、
言
葉
の
発
達
の
遅
い
子
供
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
子
供
の

場
合
は
、
気
が
付
き
次
第
、
一
日
で
も
早
く
始
め
た
方
が
良
い
の
で
す
が
、
一
般
に
は
、
三
歳
の
誕
生
日

を
機
に
始
め
た
ら
良
い
と
思
い
ま
す
。 

三
歳
か
ら
就
学
ま
で
三
年
あ
り
ま
す
。
毎
日
一
字
ず
つ
漢
字
を
覚
え
て
い
っ
た
ら
、
三
年
間
に
は
約
一

千
字
の
漢
字
が
覚
え
ら
れ
る
は
ず
で
す
。
現
在
、
小
学
校
を
卒
業
す
る
ま
で
に
学
習
す
る
漢
字
が
、
全
部

で
九
九
六
字
、
約
一
千
字
で
す
。 

で
す
か
ら
、
三
歳
か
ら
毎
日
一
字
ず
つ
漢
字
を
覚
え
て
い
け
ば
、
小
学
校
に
入
学
す
る
時
に
は
、
小
学

生
向
け
の
書
物
は
、
お
よ
そ
ど
ん
な
も
の
で
も
読
ん
で
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
る
わ
け
で

す
。 ど

ん
な
学
習
で
も
、
教
科
書
を
読
ん
で
そ
れ
を
理
解
す
る
こ
と
が
最
も
大
切
な
基
本
で
す
。
そ
れ
が
、

小
学
校
へ
入
学
し
た
時
か
ら
す
ら
す
ら
と
う
ま
く
運
べ
ば
、
す
べ
て
の
教
科
学
習
に
成
功
す
る
こ
と
が
容
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易
に
出
来
る
は
ず
で
す
。 

そ
う
い
う
わ
け
で
、
私
は
、
三
歳
か
ら
始
め
る
の
が
良
い
、
と
考
え
て
い
ま
す
。 

 

ま
ず
、
言
葉
の
教
育
を…

…
…

 

 

人
間
は
、
言
葉
を
覚
え
、
言
葉
を
使
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
初
め
て
人
間
と
し
て
の
能
力
が
身
に
つ
く

の
で 

す
か
ら
、
言
葉
の
教
育
ほ
ど
大
切
な
も
の
は
な
い
と
言
え
ま
す
。
そ
の
教
育
は
、
主
と
し
て
母
親

の
担
当
で
す
。 

だ
か
ら
、
人
間
と
し
て
の
能
力
は
、
そ
の
母
親
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。
そ

の
母
親
の
行
う
言
葉
の
教
育
の
上
手
下
手
が
千
差
万
別
で
す
か
ら
、
人
間
の
能
力
も
千
差
万
別
に
分
か
れ

る
、
と
い
う
わ
け
で
す
。 

  

少
し
で
も
よ
り
評
判
の
高
い
大
学
や
高
校
に
入
学
さ
せ
る
こ
と
に
は
熟
心
な
親
が
多
い
の
で
す
が
、
そ

れ
よ
り
も
重
要
な
、
幼
児
期
の
言
葉
の
教
育
に
は
、
無
関
心
な
親
が
多
い
の
は
、
結
局
、
そ
の
重
要
な
こ

と
を
理
解
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
。 

狼
少
女
の
カ
マ
ラ
は
、
言
葉
を
習
得
す
べ
き
大
切
な
幼
児
期
を
狼
に
育
て
ら
れ
た
た
め
、
狼
の
吠
え
方

し
か
習
得
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
人
間
の
生
活
に
復
帰
し
て
九
年
間
に
覚
え
た
言
葉
が
、
僅
か
に
四
十
五
語

だ
っ
た
と
い
う
の
は
前
に
も
述
べ
た
通
り
で
す
。 

ま
た
、
ポ
ー
ル
・
シ
ョ
シ
ャ
ー
ル
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
ア
フ
リ
カ
の
原
住
民
の
子
供
た
ち
の
知
能
指
数

の
低
い
の
は
、
そ
の
家
庭
や
社
会
で
語
ら
れ
る
言
葉
の
数
が
少
な
い
た
め
で
あ
る
、
と
推
定
さ
れ
て
い
ま

す
。 そ

れ
は
、
ア
フ
リ
カ
の
子
供
た
ち
で
も
、
フ
ラ
ン
ス
で
生
ま
れ
る
か
、
少
な
く
と
も
幼
児
期
を
フ
ラ
ン

ス
で
過
ご
し
た
子
供
た
ち
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
子
供
た
ち
と
同
じ
高
さ
の
知
能
に
達
し
て
い
る
こ
と
で
推
定



石井式漢字教育革命 第二章 幼児の漢字教育はこうしてやる 

- 4 - 

さ
れ
た
の
で
す
。 

ア
メ
リ
カ
の
人
間
工
学
研
究
所
が
、

「
人
間
の
能
力
も
社
会
的
地
位
も
、

そ
の
人
間
が
理
解
し
て
い
る
言
葉
の

豊
か
さ
に
正
比
例
し
て
い
る
」
と
発

表
し
ま
し
た
よ
う
に
、
人
生
に
成
功

す
る
た
め
に
最
も
必
要
な
基
本
的
な

能
力
は
〝
言
葉
〟
で
す
。 

そ
の
言
葉
の
力
を
偉
大
に
す
る
か

否
か
は
、
母
親
の
教
育
の
仕
方
に
か

か
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
母
親
た 

 

 る
者
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
〝
言
葉
の
教
育
法
〟
を
会
得
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

言
葉
の
教
育
は
母
親
の
仕
事 

 

〝
学 ま

な

ぶ
〟
と
い
う
言
葉
は
、
昔
は
〝
ま
ね
ぶ
〟
と
発
音
し
、
〝
真
似
る
〟
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で

し
た
。
そ
の
〝
ま
ね
ぶ
〟
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
が
、
〝
ま
な
ぶ
〟
と
〝
ま
ね
る
〟
と
の
二
つ
の
言
葉
に

分
か
れ
、
そ
の
意
味
や
使
い
方
が
別
々
に
分
か
れ
て
発
展
し
て
来
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
、
〝
学
ぶ
〟
こ
と

の
本
質
は
や
は
り
〝
真
似
る
〟
こ
と
に
あ
る
、
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。 

子
供
は
、
母
親
を
始
め
、
周
囲
に
い
る
人
々
の
言
葉
を
耳
に
し
、
そ
れ
を
〝
真
似
〟
て
い
る
間
に
、
そ

の
意
味
や
使
い
方
を
理
解
し
、
記
憶
し
、
そ
れ
が
使
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。 

時
計
や
眼
鏡
と
い
う
言
葉
に
し
て
も
、「
こ
れ
が
時
計
と
い
う
も
の
で
す
よ
」「
こ
れ
が
眼
鏡
で
す
よ
」
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と
い
う
よ
う
に
教
え
ら
れ
る
よ
り
も
、「
お
父
さ
ん
の
時
計
を
い
た
ず
ら
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
」
と
か
「
テ

ー
ブ
ル
の
上
の
眼
鏡
を
持
っ
て
来
て
ね
」
と
か
、
叱
ら
れ
た
り
、
用
事
を
言
い
付
け
ら
れ
た
り
し
て
い
る

間
に
自
然
と
理
解
し
、
覚
え
、
真
似
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
言
葉
を
覚
え
て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
す
。  

ア
メ
リ
カ
で
、
赤
ち
ゃ
ん
を
、
人
間
の
言
葉
の
飛
び
か
う
所
で
育
て
た
も
の
と
、
言
葉
の
聞
こ
え
な
い

静
か
な
所
で
育
て
た
も
の
と
、
こ
の
二
つ
の
グ
ル
ー
プ
の
赤
ち
ゃ
ん
の
知
能
を
比
較
し
て
み
た
と
こ
ろ
が
、

前
者
の
方
が
後
者
よ
り
も
遙
か
に
優
れ
て
い
た
、
と
報
告
さ
れ
て
い
ま
す
。 

赤
ち
ゃ
ん
は
、
生
ま
れ
落
ち
た
瞬
間
か
ら
、
言
葉
を
耳
に
し
、
そ
れ
を
記
憶
し
、
そ
れ
を
真
似
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
言
葉
を
覚
え
、
言
葉
を
覚
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
と
し
て
の
能
力
を
身
に
つ
け
る
の
で
す
。

言
葉
を
覚
え
な
い
う
ち
は
、
チ
ン
パ
ン
ジ
ー
の
赤
ち
ゃ
ん
よ
り
も
能
力
が
低
い
、
と
さ
え
言
わ
れ
て
い
ま

す
。 赤

ち
ゃ
ん
は
、
〝
真
似
る
〝
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
を
〝
学
ぶ
〟
の
で
す
か
ら
、
真
似
る
べ
き
言
葉
を 

  赤
ち
ゃ
ん
に
出
来
る
限
り
多
く
聞
か
せ
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

で
す
か
ら
、
母
親
は
、
出
来
る
限
り
赤
ち
ゃ
ん
に
語
り
か
け
る
よ
う
に
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
私
は
思
い
ま
す
。 

 

言
葉
教
育
は
零
歳
か
ら 

 

赤
ち
ゃ
ん
が
、
片
言
を
言
い
始
め
る
の
は
、
一
般
に
、
生
後
八
か
月
を
過
ぎ
た
こ
ろ
で
す
。
そ
れ
ま
で

は
喃
語

な
ん
ご

期
と
言
っ
て
、「
ウ
ー
ウ
ー
」
と
か
「
バ
ー
バ
ー
」
と
い
う
よ
う
な
、
全
く
意
味
の
な
い
発
声
を

し
て
い
ま
す
が
、
こ
の
時
期
に
、
母
親
は
、
簡
単
な
言
葉
を
は
っ
き
り
と
し
た
発
声
で
、
や
さ
し
く
語
り

か
け
て
や
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

母
親
の
言
葉
を
耳
に
反
復
し
て
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
発
声
す
る
こ
と
は
出
来
な
く
て
も
、
そ
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れ
を
頭
の
中
に
蓄
え
る
こ
と
は
出
来
る
の
で
す
。
だ
か
ら
、「
マ
ン
マ
」
と
赤
ち
ゃ
ん
に
語
り
か
け
て
ご

ら
ん
な
さ
い
。
赤
ち
ゃ
ん
は
、
じ
っ
と
母
親
の
口
を
見
つ
め
る
で
し
ょ
う
。 

片
言
期
に
入
り
ま
す
と
、
母
親
の
語
り
か
け
る
言
葉
を
一
心
に
聞
き
取
ろ
う
と
す
る
か
の
よ
う
に
、
母

親
の
口
元
を
見
つ
め
、
そ
れ
が
「
マ
ン
マ
」「
ウ
ン
マ
」
と
い
う
よ
う
な
、
発
音
し
や
す
い
言
葉
だ
と
、

す
ぐ
に
真
似
て
「
マ
ン
マ
」「
ウ
ン
マ
」
と
言
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
こ
の
時
の
赤
ち
ゃ
ん
の
姿
は
、
実

に
真
剣
そ
の
も
の
で
、
母
親
の
言
葉
を
完
全
に
真
似
せ
ず
に
は
お
か
な
い
、
と
い
う
努
力
が
見
ら
れ
ま
す
。 

だ
か
ら
、
そ
れ
か
ら
二
年
く
ら
い
の
間
に
、
日
本
語
の
正
し
い
語
法
に
の
っ
と
っ
た
話
し
方
で
、
言
い

た
い
こ
と
が
言
え
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。
大
阪
に
育
て
ば
大
阪
弁
を
、
東
北
に
育
て
ば
東
北
弁
を
、
実

に
見
事
に
身
に
つ
け
て
、
微
妙
な
発
音
を
巧
み
に
寸
分
の
違
い
も
な
く
発
声
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。 

こ
の
よ
う
に
、
赤
ち
ゃ
ん
の
“
真
似

ま

ね

る
”（
＝
学
ぶ
）
能
力
は
実
に
高
い
の
で
す
か
ら
、
赤
ち
ゃ
ん
の

目
覚
め
て
い
る
時
に
は
、
大
人
同
士
の
会
話
で
も
、
や
さ
し
い
、
美
し
い
声
で
話
す
よ
う
に
努
力
す
る
こ 
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と
が
大
切
で
す
。
勿
論
、
夫
婦
喧
嘩
な
ど
慎
し
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

こ
ん
な
幼
い
赤
ち
ゃ
ん
だ
か
ら
大
丈
夫
だ
、
な
ど
と
考
え
た
ら
と
ん
で
も
な
い
こ
と
で
す
。「
幼
い
赤

ち
ゃ
ん
だ
か
ら
こ
そ
、
気
を
付
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
」
の
で
す
。
言
葉
が
話
せ
な
く
て
も
、
言
葉
を
頭

の
中
に
蓄
え
る
こ
と
は
出
来
る
の
で
す
か
ら
。 

 

言
葉
の
教
育
は
ま
ず
耳
か
ら 

 

私
の
親
し
く
し
て
い
る
方
が
、 

「
私
た
ち
夫
婦
は
決
し
て
子
供
の
前
で
田
舎
の
言
葉
を
使
っ
た
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
そ
う
い
う
言
葉

を
使
う
人
も
、こ
の
辺
に
は
い
な
い
の
に
、う
ち
の
子
は
、こ
の
ご
ろ
急
に
口
が
達
者
に
な
り
ま
し
た
が
、

田
舎
の
言
葉
の
調
子
が
出
る
ん
で
す
。
言
葉
で
も
遺
伝
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
し
ょ
う
か
」 

  

と
、
私
に
話
し
か
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。  

「
そ
の
お
子
さ
ん
を
、
赤
ち
ゃ
ん
の
時
、田
舎
の
お
婆
ち
ゃ
ん
の
家
に
預
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ
ん
か
」

と
私
が
尋
ね
ま
す
と
、「
妻
が
病
気
を
し
た
時
、
半
年
ほ
ど
預
け
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
そ

れ
は
ま
だ
口
が
利
け
な
い
頃
の
こ
と
で
す
」
と
い
う
返
事
で
し
た
。 

「
そ
れ
で
す
よ
。
赤
ち
ゃ
ん
は
、
口
が
利
け
な
く
て
も
、
耳
の
穴
は
あ
い
て
い
て
、
ち
ゃ
ん
と
そ
れ
を

聞
い
て
頭
の
中
に
蓄
え
て
い
る
ん
で
す
よ
。
赤
ち
ゃ
ん
は
、
口
が
利
け
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
言
葉
を
覚

え
る
の
で
は
な
く
、
口
が
利
け
な
い
う
ち
か
ら
、
せ
っ
せ
と
聞
い
た
言
葉
を
頭
の
中
に
蓄
え
て
い
る
ん
で

す
よ
」
と
、
話
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。  

こ
の
よ
う
な
例
は
、
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
赤
ち
ゃ
ん
は
、
生
ま
れ
て
か
ら
耳
に
す
る
言
葉
を
覚
え
て

い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
は
、
頭
の
中
に
は
何
も
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
日
本
語
で
も
、
英
語
で

も
、
ど
こ
の
国
の
言
葉
で
も
、
耳
に
す
る
も
の
は
何
で
も
覚
え
る
の
で
す
。 
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〝
ウ
エ
ブ
ス
タ
ー
の
辞
典
〟
で
有
名

な
ウ
エ
ブ
ス
タ
ー
は
、
赤
ち
ゃ
ん
の
時
、

お
父
さ
ん
は
英
語
、
お
母
さ
ん
は
ド
イ

ツ
語
、
と
い
う
よ
う
に
、
四
人
の
家
族

か
ら
四
つ
の
言
葉
で
語
り
か
け
ら
れ
て

育
っ
た
た
め
、
四
か
国
語
を
身
に
つ
け

ま
し
た
。 

ウ
エ
ブ
ス
タ
ー
が
天
才
で
あ
っ
た
か

ら
、
赤
ち
ゃ
ん
の
う
ち
か
ら
四
か
国
語

を
覚
え
た
の
だ
、
と
い
う
人
が
あ
り
ま

す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

  赤
ち
ゃ
ん
は
、
だ
れ
で
も
、
語
り
か
け
て
く
る
言
葉
を
何
で
も
み
ん
な
覚
え
て
し
ま
う
の
で
す
。 

 

音
楽
の
才
も
幼
児
期
に
養
わ
れ
る 

 

大
脳
の
最
も
発
達
す
る
生
後
の
三
年
間
は
、
同
時
に
最
も
多
く
の
物
事
を
吸
収
し
、
身
に
つ
け
る
時
期

で
あ
る
こ
と
を
世
の
母
親
た
る
者
は
、
よ
く
よ
く
覚
え
て
お
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

世
界
的
な
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
を
何
人
も
育
て
ら
れ
た
鈴
木
鎮
一
先
生
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
を
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。 

「
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
に
、
毎
日
、
美
し
い
音
楽
、
た
と
え
ば
、
バ
ッ
ハ
と
か
、
モ
ー
ツ
ァ

ル
ト
と
か
、
と
に
か
く
名
曲
を
、
す
ぐ
れ
た
演
奏
家
に
よ
る
レ
コ
ー
ド
で
、
毎
日
何
回
か
聴
か
せ
る
の
で

す
。そ
れ
は
必
ず
同
じ
曲
の
レ
コ
ー
ド
で
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。そ
う
し
ま
す
と
、そ
の
赤
ち
ゃ
ん
は
、
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半
年
く
ら
い
で
メ
ロ
デ
ィ
ー
も
、
リ
ズ
ム
も
、
そ
し
て
音
楽
の
セ
ン
ス
も
ち
ゃ
ん
と
身
に
つ
け
て
し
ま
う

の
で
す
。 

そ
れ
を
た
め
す
の
は
簡
単
で
す
。
毎
日
聴
か
せ
て
い
る
曲
の
前
に
、
も
う
一
つ
の
別
の
曲
を
つ
な
い
だ

テ
ー
プ
を
作
っ
て
、
そ
れ
を
掛
け
る
の
で
す
。
そ
う
し
ま
す
と
初
め
て
聴
く
曲
の
方
は
〝
お
や
っ
〟
と
い

う
よ
う
に
じ
っ
と
聴
い
て
い
ま
す
が
、
次
に
、
毎
日
聴
い
て
い
る
曲
に
移
り
ま
す
と
、
途
端
に
、
目
を
輝

か
し
て
、
〝
あ
あ
、
い
つ
も
の
曲
だ
〟
と
言
い
た
げ
の
表
情
で
、
母
親
の
方
を
見
て
ニ
コ
ッ
と
笑
い
ま 

す
。
そ
し
て
休
を
ゆ
す
っ
て
、
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
、
踊
る
よ
う
な
様
子
を
示
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
生
後
六

か
月
で
、
そ
の
音
楽
を
身
に
つ
け
た
証
拠
で
す
」 

鈴
木
先
生
は
、 

「
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
は
、
決
し
て
生
ま
れ
つ
き
の
音
楽
の
天
才
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
。
父
親
が
優
れ
た

音
楽
家
で
あ
り
、
そ
の
た
め
優
れ
た
音
楽
を
、
生
ま
れ
落
ち
た
時
か
ら
繰
り
返
し
聴
い
て
育
っ
た
か
ら 

  楽
聖
に
な
れ
た
の
だ
。
も
し
も
披
が
、
音
痴
の
親
に
育
て
ら
れ
た
と
し
た
ら
、
必
ず
や
音
痴
に
な
っ
て
い

た
に
違
い
な
い
」 

と
、
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
音
楽
家
と
し
て
の
才
能
は
、
生
ま
れ
つ
き
で
は
な
く
て
、
環
境
に
あ
り
、
育
て

方
に
あ
る
の
だ
、
と
断
言
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
名
曲
を
〝
反
復
し
て
〟
聴
か
せ
る
こ
と
の
大
切
な
こ

と
を
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

子
供
は
繰
り
返
し
が
好
き 

 

こ
の
よ
う
に
、
音
声
を
聴
き
取
る
能
力
は
、
生
ま
れ
落
ち
た
時
か
ら
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
能
力
は
、
同

じ
も
の
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
聴
く
こ
と
に
よ
っ
て
発
達
す
る
の
で
す
。
決
し
て
、
生
ま
れ
つ
き
の
も
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 
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だ
か
ら
、
音
楽
で
も
言
葉
で
も
、
同
じ
も
の
を
繰
り
返
し
聴
か
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
大
人
に
は
退

屈
で
耐
え
が
た
い
こ
の
繰
り
返
し
が
、
幼
児
に
と
っ
て
は
好
き
で
た
ま
ら
な
い
の
で
す
。
幼
児
の
成
長
発

達
を
望
む
造
化
の
神
の
配
慮
だ
と
、
私
は
反
復
好
き
の
幼
児
の
姿
を
見
る
時
、
い
つ
も
そ
う
思
い
ま
す
。 

岡
潔
先
生
（
世
界
的
な
数
学
者
・
文
化
勲
章
受
賞
者
）
が
お
孫
さ
ん
を
観
察
さ
れ
て
、「
赤
ち
ゃ
ん
に

鈴
を
リ
ー
ン
と
鴫
ら
せ
て
聴
か
せ
る
。
最
初
は
、
お
や
っ
と
い
う
よ
う
な
表
情
で
あ
り
、
二
度
め
は
、
何

か
聴
い
た
よ
う
な
音
だ
と
で
も
言
い
た
げ
の
、
遠
く
を
じ
っ
と
見
つ
め
る
よ
う
な
表
情
に
な
る
。
そ
れ
が

三
度
め
に
な
る
と
、
も
っ
と
聴
か
せ
て
く
れ
、
も
っ
と
も
っ
と
、
と
い
う
要
求
に
変
わ
る
」 

と
、お
っ
し
や
っ
て
い
ま
す
が
、幼
児
の
姿
、幼
児
の
本
性
を
実
に
よ
く
説
明
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。 

繰
り
返
し
が
た
ま
ら
な
く
好
き
だ
と
い
う
、
幼
児
の
こ
の
特
性
を
満
足
さ
せ
る
努
力
を
す
る
こ
と
が
、

最
良
の
教
育
法
で
す
が
、と
り
わ
け
、言
葉
の
教
育
で
は
こ
の
〝
繰
り
返
し
〟
が
大
切
で
す
。と
こ
ろ
が
、

大
人
に
は
、
た
い
て
い
、
こ
の
〝
繰
り
返
し
〟
が
苦
痛
で
あ
っ
て
、
幼
児
の
希
望
を
か
な
え
て
や
れ
な
い 

  

う
ら
み
が
あ
り
ま
す
。 

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
最
近
は
、「
幼
児
を

出
来
る
だ
け
一
人
遊
び
さ
せ
て
お
く
の

が
よ
い
」
と
い
う
誤
っ
た
考
え
が
行
わ

れ
て
い
て
、
放
任
し
た
ま
ま
で
、
話
し

か
け
る
こ
と
を
し
な
い
母
親
が
多
い
、

と
い
う
恐
し
い
傾
向
が
あ
り
ま
す
。 

そ
の
た
め
、
言
葉
の
遅
い
、
知
恵
遅

れ
の
子
供
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
母

親
が
語
り
か
け
て
や
ら
な
け
れ
ば
、
幼

児
は
言
葉
を
覚
え
、
言
葉
を
使
う
よ
う
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に
は
な
れ
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
子
供
は
必
ず
知
能
の
発
達
が
遅
れ
ま
す
。 

 
テ
レ
ビ
に
子
守
り
を
さ
せ
な
い
で 

 

岩
佐
京
子
と
い
う
方
が
「
テ
レ
ビ
に
子
守
り
を
さ
せ
な
い
で
」
と
い
う
書
物
を
書
い
て
、
世
の
お
母
さ

ん
方
に
警
告
を
発
し
て
い
ま
す
。
テ
レ
ビ
を
見
せ
て
お
け
ば
、
独
り
で
お
と
な
し
く
見
て
い
る
の
で
、
親

の
手
が
省
け
て
よ
い
、
と
い
う
の
で
、
テ
レ
ビ
に
子
守
り
を
さ
せ
て
い
る
親
が
多
い
が
、
テ
レ
ビ
に
子
守

り
を
さ
れ
て
育
っ
た
子
供
は
、
言
葉
の
発
達
に
支
障
の
あ
る
者
が
多
い
、
と
い
う
の
で
す
。 

テ
レ
ビ
を
見
せ
て
お
け
ば
、
人
間
の
言
葉
を
聴
く
機
会
も
多
く
、
早
く
言
葉
を
覚
え
て
、
良
い
影
響
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
う
思
わ
れ
そ
う
で
す
が
、
し
か
し
現
実
に
は
、
〝
自
閉
症
〟
的
な
子
供
が
多
く

作
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

  

最
近
、
こ
の
自
閉
症
的
症
状
を
示
す
子
供
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、
自
閉
症
と
は
、
人
間
の
声
に
対

し
て
反
応
し
な
い
、
一
種
の
精
神
病
と
も
言
え
る
恐
し
い
病
状
で
、
そ
の
た
め
人
間
性
が
育
た
ず
、
結
局

人
間
と
し
て
失
格
者
に
な
っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。 

私
も
、
何
人
か
の
こ
う
い
う
子
供
の
治
療
に
当
た
り
ま
し
た
が
、
人
間
の
声
に
反
応
し
な
い
の
で
、
教

育
の
し
よ
う
が
な
い
、
と
い
う
の
が
本
音
で
す
。
一
旦
こ
う
い
う
子
供
に
な
っ
た
ら
、
な
か
な
か
治
す
の

が
困
難
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
テ
レ
ビ
を
家
か
ら
追
放
し
て
し
ま
っ
た
ら
治
っ
た
、
と
い
う
実
例
が
多
い
の

で
す
。 

そ
う
し
て
み
る
と
、
テ
レ
ビ
に
原
因
が
あ
る
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
私
は
、
そ
の
原
因

を
、
次
の
よ
う
に
推
定
し
て
い
ま
す
。 

人
間
の
声
を
、
人
間
は
左
側
の
大
脳
で
受
け
取
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
他
の
音
は
、
右
側
の
大
脳
で
受

け
取
っ
て
い
ま
す
。
人
間
の
声
は
、
そ
の
他
の
音
と
違
っ
て
、
や
り
と
り
す
る
も
の
で
す
。
人
間
の
心
を
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表
現
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
人
間
の
声
か
ら
人
間
の
心
を
感
じ
取
ら
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
う
い
う
大
事
な
働
き
を
持
っ
た
人
間
の
声
は
、
そ
の
他
の
音
と
違
っ
た
反
応
が
す
ぐ
に
取
れ
る
よ
う

に
受
け
取
る
場
所
が
、
全
く
別
に
な
っ
て
い
る
の
だ
、
と
思
わ
れ
ま
す
。 

 

心
の
こ
も
っ
た
声
で 

 

人
間
を
真
の
人
間
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
〝
言
葉
〝
で
あ
り
、
そ
の
言
葉
を
言
葉
た
ら
し
め
て
い
る

も
の
が
〝
声
〟
で
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
〝
声
〟
は
、
他
の
音
と
は
違
っ
て
、
左
側
の
大
脳
が
こ
れ
を
処
理

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
〝
優
位
の
脳
〟
と
呼
ん
で
い
ま
す
。 

だ
か
ら
、
赤
ち
ゃ
ん
に
〝
声
〟
を
掛
け
る
時
は
、
心
を
こ
め
て
語
り
か
け
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。

は
っ
き
り
と
、他
の
音
と
違
っ
た
扱
い
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
で
す
。そ
う
す
れ
ば
、赤
ち
ゃ
ん
は
、 
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そ
の
声
に
心
を
感
じ
、
赤
ち
ゃ
ん
も
心
を
も
っ
て
そ
れ
に
応
じ
よ
う
と
努
め
、声
を
出
そ
う
と
努
め
ま
す
。

こ
う
し
て
、
赤
ち
ゃ
ん
は
〝
声
〟
に
応
ず
る
こ
と
を
覚
え
、
大
脳
の
左
側
の
部
分
を
発
達
さ
せ
て
い
く
わ

け
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
は
、人
間
の
声
で
あ
っ
て
も
、そ
れ
は
〝
機
械
の
音
〟
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。

赤
ち
ゃ
ん
に
語
り
か
け
ら
れ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
赤
ち
ゃ
ん
が
そ
れ
に
答
え
た
と
し
て
も
、

テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
は
そ
れ
に
反
応
し
ま
せ
ん
。
一
方
的
に
聞
こ
え
て
く
る
だ
け
で
す
か
ら
、
恐
ら
く
、
人

間
の
声
で
あ
っ
て
も
、
右
側
の
大
脳
で
処
理
さ
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
右
側
の
大
脳
だ
け
が

発
達
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
左
側
の
脳
が
発
達
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と

思
う
の
で
す
。 

そ
れ
は
と
も
か
く
、
赤
ち
ゃ
ん
に
は
、
初
め
に
、
人
間
の
声
と
そ
の
他
の
音
と
を
、
は
っ
き
り
と
区
別

し
て
反
応
す
る
よ
う
な
与
え
方
を
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
人
間
の
声
に
対
す
る
反
応
を
鈍
く
し 

  て
し
ま
っ
た
ら
お
し
ま
い
で
す
か
ら…

…

。 

人
間
の
声
も
そ
の
他
の
音
も
同
じ
よ
う
に
与
え
る
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
は
、
生
後
の
三
年
間
く
ら
い
は
、

ぜ
ひ
避
け
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。
生
後
の
三
年
間
に
、
人
間
の
声
と
そ
の
他
の
音
と
の
違
い

を
よ
く
認
識
さ
せ
て
お
け
ば
、
大
脳
が
左
右
と
も
よ
く
発
達
す
る
の
で
、
あ
と
は
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
が

役
に
立
ち
こ
そ
す
れ
、
決
し
て
有
害
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
、
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。 

 

生
後
の
三
年
間
は…
…
…

 

 

生
後
三
年
間
は
、「
人
間
の
声
と
そ
の
他
の
音
と
ま
ぎ
ら
わ
し
い
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
を
遠
ざ
け
る
」
と

い
う
こ
と
は
む
ず
か
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
も
し
子
供
が
そ
の
た
め
に
自
閉
症
に
な
っ
た
と

し
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
大
変
で
す
。
〝
君
子
は
危
き
に
近
寄
ら
ず
〟
で
す
。
ま
し
て
、
最
愛
の
わ
が
子
の
た
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め
に
、
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
を
遠
ざ
け
る
の
で
す
か
ら
、
多
少
の
不
便
は
忍
ん
だ
方
が
賢
明
と
い
う
も
の
で

す
。
少
な
く
と
も
、
子
供
の
耳
に
届
か
な
い
所
に
置
く
べ
き
で
す
。 

人
間
の
声
と
そ
の
他
の
音
と
、
そ
の
処
理
の
仕
方
が
ち
ゃ
ん
と
分
か
る
よ
う
に
な
っ
た
ら
、
今
度
は
テ

レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
も
役
に
立
つ
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
ま
で
の
忍
耐
で
す
。 

人
間
の
声
は
、
心
が
こ
も
っ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
愛
の
心
を
こ
め
て
、
優
し
い
発

声
で
赤
ち
ゃ
ん
の
目
を
見
つ
め
て
語
り
か
け
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
赤
ち
ゃ
ん
も
、
一
所
懸

命
に
そ
れ
に
答
え
よ
う
と
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
答
え
は
「
ア
ー
ア
ー
」
と
か
「
ウ
ー
ウ
ー
」
と
い
う
声

に
し
か
な
ら
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。で
も
、そ
の
声
に
は
、赤
ち
ゃ
ん
の
心
が
こ
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
の
声
に
、
母
親
は
答
え
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。 

こ
う
し
て
、
言
葉
に
な
ら
な
い
〝
声
〟
を
や
り
と
り
し
て
会
話
な
ら
ぬ
会
話
を
す
る
こ
と
が
、
赤
ち
ゃ

ん
に
と
っ
て
何
よ
り
も
大
切
な
こ
と
だ
、
と
い
う
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
お
い
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

  こ
う
い
う
〝
会
話
〟
を
乳
幼
児
期
に
繰
り
返
し
か
わ
し
て
い
れ
ば
、
必
ず
〝
声
〟
に
敏
感
に
応
ず
る
、
暖

か
い
心
を
持
ち
、
高
い
知
能
を
備
え
た
子
供
に
な
る
に
違
い
な
い
、
と
思
い
ま
す
。 

生
後
の
三
年
間
は
、
こ
う
い
う
母
親
の
育
て
方
が
何
よ
り
も
大
切
で
あ
り
、
絶
対
に
必
要
で
す
。
だ
か

ら
、
ど
こ
の
国
だ
っ
た
か
、
生
後
の
三
年
間
は
、
働
く
母
親
を
家
庭
に
帰
し
て
、
赤
ち
ゃ
ん
の
養
育
に
専

念
さ
せ
て
い
る
、
と
聞
い
て
い
ま
す
。
勿
論
、
そ
の
三
年
間
は
有
給
で
す
。
育
児
こ
そ
は
、
社
会
の
最
大

の
仕
事
な
の
で
す
か
ら
。 

 

母
親
の
言
葉
の
力 

 

ま
だ
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
赤
ち
ゃ
ん
に
話
し
か
け
て
も
、
わ
か
る
は
ず
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ

れ
は
決
し
て
〝
む
だ
〟
な
行
為
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
、
一
〝
む
だ
〟
と
見
え
る
行
為
に
よ
っ
て
、
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実
は
赤
ち
ゃ
ん
は
言
葉
の
学
習
を
し
て
い
る
の
で
す
。 

お
む
つ
を
換
え
る
時
も
、
黙
っ
て
し
な
い
で
、「
タ
ー
ち
ゃ
ん
は
い
い
子
ね
、
い
い
子
ね
」
と
声
を
掛
け

て
や
っ
た
り
、「
き
れ
い
き
れ
い
し
ま
し
ょ
う
ね
」
と
話
し
か
け
て
や
る
こ
と
が
、
赤
ち
ゃ
ん
に
と
っ
て

は
、
何
よ
り
も
必
要
な
“
言
葉
の
教
育
”
な
の
で
す
。 

こ
う
い
う
言
葉
を
、
繰
り
返
し
繰
り
返
し
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
赤
ち
ゃ
ん
の
大
脳
の
左
側
の
部
分
は

発
達
し
て
い
く
の
で
す
。
だ
か
ら
、
無
口
の
お
母
さ
ん
で
は
、
赤
ち
ゃ
ん
の
大
脳
は
発
達
せ
ず
、
知
能
が

伸
び
ま
せ
ん
。 

ア
メ
リ
カ
の
保
育
所
の
調
査
に
よ
り
ま
す
と
、
保
育
所
で
預
か
っ
て
い
る
一
歳
二
、三
か
月
の
幼
児
に
、

毎
日
、
十
五
分
く
ら
い
、
話
を
聞
か
せ
て
や
る
グ
ル
ー
プ
と
そ
う
で
な
い
グ
ル
ー
プ
と
に
分
け
て
、
そ
れ

を
半
年
間
続
け
た
と
こ
ろ
、
毎
日
十
五
分
ず
つ
話
を
聞
か
せ
て
い
た
グ
ル
ー
プ
の
子
供
た
ち
の
方
が
、
そ

う
で
な
い
グ
ル
ー
プ
の
子
供
だ
ち
よ
り
、
ず
っ
と
知
能
が
伸
び
た
、
と
い
う
報
告
が
あ
り
ま
す
。 
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こ
の
よ
う
に
、
三
歳
ま
で
の
幼
児
の
知
能
の
発
達
に
は
、
母
親
か
、
あ
る
い
は
母
親
に
代
わ
る
人
の
話

し
か
け
が
必
要
で
す
。 

ま
た
、
早
口
の
親
に
育
て
ら
れ
た
子
供
は
、
必
ず
早
口
の
子
供
に
な
り
ま
す
。
乱
暴
な
大
声
で
話
す
親

に
育
て
ら
れ
た
子
供
は
、
や
は
り
乱
暴
な
大
声
で
話
す
子
供
に
な
り
ま
す
。 

だ
か
ら
、
親
は
、
赤
ち
ゃ
ん
の
耳
の
届
く
所
で
話
を
す
る
時
に
は
、
乱
暴
な
言
い
方
を
慎
し
み
、
出
来

る
限
り
や
さ
し
い
調
子
で
話
す
よ
う
に
心
掛
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

ま
し
て
、
赤
ち
ゃ
ん
に
語
り
か
け
る
時
に
は
、
美
し
い
声
の
発
声
練
習
の
つ
も
り
で
、
出
来
る
限
り
、

愛
情
を
こ
め
て
、
や
さ
し
い
調
子
で
語
り
か
け
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
う
い
う
親
の
努
力
が
子
供
を

立
派
な
人
間
に
す
る
の
で
す
。 

    

同
じ
話
を
繰
り
返
し
て 

 

子
供
を
知
能
の
高
い
子
供
に
し
た
か
っ
た
ら
、
話
を
し
て
や
る
こ
と
に
努
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

幼
児
は
、
話
を
聞
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
言
葉
を
理
解
し
、
言
葉
を
覚
え
、
言
葉
を
使
う
こ
と
が
出
来
る
よ

う
に
な
る
の
で
す
。 

幼
児
は
、
母
親
か
ら
お
話
を
聞
く
こ
と
を
何
よ
り
も
喜
び
ま
す
。
昔
話
な
ど
、
毎
日
、
何
回
聴
い
て
も

決
し
て
飽
き
る
と
い
う
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
気
に
入
っ
た
お
話
は
、
一
日
に
何
回
も
繰
り
返

し
て
話
す
よ
う
に
求
め
ま
す
。 

私
も
、
娘
が
幼
児
だ
っ
た
こ
ろ
、
毎
晩
、
就
寝
す
る
時
刻
に
な
る
と
、
同
じ
お
話
を
せ
が
ま
れ
ま
し
た
。

少
し
も
飽
き
な
い
の
で
す
。
そ
れ
も
、
毎
晩
、
同
じ
話
を
三
回
も
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
終
わ
る
や
否
や
、「
も

う
一
回
」
と
言
う
の
で
す
。 
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い
く
ら
可
愛
い
娘
の
た
め
で
も
、
毎
晩
、
同
じ
話
を
三
回
繰
り
返
す
の
は
、
大
人
に
と
っ
て
は
忍
耐
の

要
る
こ
と
で
す
。
時
に
は
つ
ら
く
て
、
話
を
早
く
終
え
よ
う
と
思
っ
て
省
略
し
ま
す
と
、
娘
は
途
端
に
「
違

う
」
と
言
い
ま
す
。
と
ぽ
け
る
と
、
そ
の
省
略
し
た
所
を
自
分
で
補
い
ま
す
。 

そ
れ
ほ
ど
よ
く
憶
え
て
し
ま
っ
て
い
て
も
、
父
親
に
そ
の
話
を
し
て
も
ら
い
た
い
の
で
す
。
そ
し
て
、

お
話
の
同
じ
と
こ
ろ
で
、
き
ま
っ
て
お
も
し
ろ
そ
う
に
笑
う
の
で
す
。「
よ
く
も
同
じ
お
話
で
こ
う
も
楽

し
そ
う
に
笑
え
る
も
の
だ
。
う
ち
の
娘
は
少
し
足
り
な
い
の
で
は
な
い
か
し
ら
」
と
、
心
配
し
た
こ
と
も

あ
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
れ
が
子
供
の
ほ
ん
と
の
姿
で
、
そ
れ
だ
か
ら

こ
そ
言
葉
を
習
得
し
て
、
言
語
能
力
を
育
て
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。
大
人
の
よ
う
に
飽
き
っ
ぽ
か
っ

た
ら
、
言
語
能
力
は
決
し
て
育
ち
ま
せ
ん
。 

同
じ
話
を
繰
り
返
し
せ
が
ま
れ
る
親
は
つ
ら
い
で
し
ょ
う
が
、
子
供
の
能
力
を
伸
ば
す
た
め
に
は
、
我

慢
し
て
、
い
や
な
顔
を
せ
ず
に
、
繰
り
返
し
話
し
て
や
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
親
と
し
て
は
、 

  お
話
を
せ
が
ま
れ
る
親
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
良
い
親
だ
と
は
言
え
な
い
、
と
思
い
ま
す
。 

 

幼
児
の
質
問
に
対
し
て 

 

大
脳
生
理
学
の
大
家
だ
っ
た
時
実
利
彦
先
生
は
「
一
生
の
う
ち
で
、
最
も
吸
収
力
の
強
い
時
期
は
幼
児

期
で
あ
る
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
幼
児
期
の
幼
児
は
、
知
識
欲
が
旺
盛
で
、
見
る
も
の

聞
く
も
の
に
つ
け
て
、「
こ
れ
な
あ
に
」「
あ
れ
な
あ
に
」
と
質
問
を
連
発
し
て
止
ま
る
と
こ
ろ
を
知
り
ま

せ
ん
。  

し
か
し
、
そ
の
答
え
に
よ
っ
て
、
そ
の
子
の
知
識
が
組
み
立
て
ら
れ
て
い
く
の
で
す
か
ら
、
幼
児
の
質

問
は
大
事
に
し
、
て
い
ね
い
に
答
え
て
や
ら
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。 

た
だ
し
、
い
く
ら
知
識
欲
旺
盛
で
も
、
幼
児
が
欲
し
な
い
時
に
、
欲
し
な
い
事
柄
に
つ
い
て
説
明
し
て
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や
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
食
欲
の
な
い
時
に
、
無
理
矢
理
に
口
に
詰
め
込
む
よ
う
な
も
の
で
、
消
化
で
き

な
い
ば
か
り
か
、
食
欲
を
そ
こ
ね
、
体
を
そ
こ
ね
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

湯
川
秀
樹
博
士
の
『
旅
人
』
と
い
う
書
物
に
よ
り
ま
す
と
、
博
士
の
お
母
さ
ん
は
、
博
士
が
訊
ね
た
時

に
は
ど
ん
な
仕
事
を
し
て
い
て
も
、
手
を
休
め
、
博
士
の
方
に
向
き
直
っ
て
、
そ
の
目
を
じ
っ
と
見
つ
め

な
が
ら
答
え
て
く
れ
た
、
と
言
い
ま
す
。 

こ
う
い
う
お
母
さ
ん
に
育
て
ら
れ
た
か
ら
、
博
士
は
立
派
な
人
に
な
れ
た
の
だ
、
と
私
は
思
い
ま
し
た
。

子
供
の
質
問
を
、
こ
の
よ
う
に
尊
重
し
、
真
剣
に
答
え
て
く
れ
れ
ば
、
だ
れ
だ
っ
て
そ
れ
を
大
切
に
受
け

入
れ
、「
ま
た
質
問
し
よ
う
」
と
い
う
気
持
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
そ
の
子
を
成
長
に
導
く
の
で
す
。 

こ
れ
に
反
し
て
、
忙
し
い
時
や
機
嫌
を
そ
こ
ね
て
い
る
時
な
ど
、
子
供
の
質
問
を
、
剣
も
ほ
ろ
ろ
の
冷

た
い
仕
打
ち
で
追
い
返
す
母
親
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
こ
と
が
重
な
り
ま
す
と
、
決
し
て
質
問
し
な
い

子
供
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。 
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幼
児
が
早
い
時
期
に
こ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
も
う
知
能
の
高
い
子
供
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。

だ
か
ら
、
ど
う
し
て
も
質
問
好
き
の
子
供
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
、
母
親
は
、
常
に
子

供
の
質
問
に
対
し
て
、
快
く
誠
意
を
以
て
返
答
し
て
や
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

 

幼
児
語
は
な
る
べ
く
避
け
て 

 

習
慣
と
い
う
も
の
は
、
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
も
、
な
か
な
か
改
め
に
く
い
も
の
で
す
。
改
め
よ
う
と

思
え
ば
簡
単
に
改
め
ら
れ
る
は
ず
で
す
が
、
そ
う
は
理
窟
通
り
に
い
か
な
い
の
が
習
慣
と
い
う
も
の
で
す
。 

だ
か
ら
、
初
め
が
大
切
な
の
で
す
。
そ
れ
で
、
私
は
、
な
る
べ
く
幼
児
語
を
使
わ
な
い
よ
う
に
し
よ
う

と
考
え
、
自
分
の
子
供
に
そ
の
方
針
で
接
し
ま
し
た
。「
幼
児
語
を
使
う
の
で
幼
児
は
可
愛
い
」
と
、
思

い
が
ち
で
す
が
、
決
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
幼
児
が
可
愛
い
か
ら
幼
児
語
が
可
愛
く
聞
こ
え
る
の 

  で
す
。 

 

ど
ん
な
言
葉
で
も
、
幼
児
の
言
葉
、
と
り
わ
け
、
わ
が
子
の
言
葉
は
可
愛
く
聞
こ
え
ま
す
。
だ
か
ら
、

な
る
べ
く
途
中
で
直
さ
な
く
て
も
済
む
言
葉
を
教
え
た
方
が
、子
供
の
た
め
に
良
い
、と
私
は
思
い
ま
す
。 

た
だ
、
幼
児
に
は
発
音
し
や
す
い
音
声
と
、
発
音
し
に
く
い
音
声
と
が
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
サ

シ
ス
セ
ソ
」
や
「
ラ
リ
ル
レ
ロ
」
な
ど
、
幼
児
に
は
発
音
し
に
く
く
、
〝
さ
〟
は
〝
た
〟
に
発
音
さ
れ
や

す
い
も
の
で
す
。 

だ
か
ら
〝
お
父
さ ●

ん
〟
が
〝
お
父
た ●

ん
〟
と
な
り
、
〝
ラ
ッ
パ
〟
が
〝
ダ
ッ
パ
〟
と
な
っ
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
の
時
は
、
ど
ん
な
に
繰
り
返
し
て
正
し
い
発
音
を
聞
か
せ
、
言
い
直
さ
せ
て
も
、
発
音
で
き
な
い

の
で
す
か
ら
、
早
く
直
そ
う
と
あ
せ
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

た
だ
、
そ
の
誤
っ
た
発
音
を
真
似
て
、
親
が
同
調
し
て
言
う
の
は
良
く
あ
り
ま
せ
ん
。
親
が
「
お
父
た

ん
と
い
っ
ち
ょ
に
あ
と
ぼ
う
ね
」
と
言
っ
て
い
ま
す
と
、
そ
れ
が
正
し
い
言
い
方
だ
と
、
頭
の
中
に
刻
み
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つ
け
ら
れ
て
、
あ
と
で
直
せ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。 

幼
児
が
「
ダ
ッ
パ
」
と
言
っ
て
も
、
親
が
言
う
時
は
「
ラ
ッ
パ
」
で
な
け
れ
ば
い
け
ま
せ
ん
。
幼
児
は

そ
の
う
ち
に
、
発
音
の
違
い
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
直
そ
う
と
努
め
ま
す
の
で
、
周
囲
が
良
い
発
音
を
す
る

よ
う
に
努
力
し
て
い
れ
ば
、
幼
児
の
発
音
も
自
然
に
立
派
な
発
音
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
も
の
で
す
。

幼
児
の
誤
っ
た
発
音
を
直
す
こ
と
よ
り
、
良
い
手
本
を
示
す
こ
と
の
方
が
大
切
で
す
。 

 

具
象
的
な
言
葉
か
ら
抽
象
的
な
言
葉
へ 

 

幼
児
は
〝
具
体
的
な
形
を
備
え
た
実
在
〟
を
表
わ
し
た
言
葉
は
、
す
ぐ
に
理
解
し
、
覚
え
ま
す
が
、
抽

象
的
な
言
葉
は
な
か
な
か
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
、
言
葉
の
与
え
方
と
し
て
は
、
〝
易
か
ら
難
へ
〟

と
い
う
原
則
に
従
っ
て
、
具
象
的
な
言
葉
を
十
分
に
与
え
、
だ
ん
だ
ん
抽
象
的
な
言
葉
に
進
め
て
行
く
と 

  

い
う
手
順
を
取
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

よ
く
〝
鳥
〟
と
か
〝
虫
〟
と
い
う

言
葉
を
幼
児
に
何
気
な
く
教
え
て
い

ま
す
が
、
〝
鳥
〟
と
い
う
鳥
や

〝
虫
〟
と
い
う
虫
は
現
実
に
は
存
在

し
て
い
ま
せ
ん
。
存
在
す
る
の
は
、

鳩
、
鶴
、
鶏
で
あ
り
、
蜂
、
蟻
、
蛇

で
す
。
そ
れ
な
の
に
、
こ
れ
ら
を
す

べ
て
〝
鳥
〟
〝
虫
〟
と
教
え
た
の
で

は
、
幼
児
に
は
と
て
も
理
解
で
き
ま

せ
ん
。
こ
ん
な
に
形
も
大
き
さ
も
違
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う
の
に
同
じ
名
前
を
与
え
ら
れ
た
の
で
は
、
頭
の
中
が
混
乱
す
る
ば
か
り
で
す
。
幼
児
が
ご
み
を
見
付
け

て
「
む
し
、
む
し
」
と
言
う
の
は
、
無
理
か
ら
ぬ
判
断
だ
と
思
い
ま
す
。 

鳩
だ
っ
た
ら
「
こ
れ
は
鳩
よ
」
と
教
え
、
蟻
だ
っ
た
ら
「
こ
れ
は
蟻
よ
」
と
言
っ
て
教
え
る
べ
き
だ
、

と
思
い
ま
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
幼
児
は
す
ぐ
に
こ
れ
を
理
解
し
覚
え
ま
す
。
形
や
大
き
さ
は
ほ
ぼ
一
定
し

て
い
ま
す
か
ら
、
一
度
教
え
た
ら
見
違
え
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

こ
う
し
て
、
鳩
や
鶴
や
鶏
や
雀
や
烏
を
覚
え
た
ら
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
〝
翼
が
あ
る
〟
〝
全
身
羽
毛

に
覆
わ
れ
て
い
る
〟
〝
足
が
二
本
〟
そ
う
い
う
認
識
を
通
し
て
初
め
て
〝
鳥
〟
と
い
う
言
葉
を
教
え
ま

す
。鳩
、鶴
な
ど
の
下
位
概
念
を
理
解
し
た
上
で
、初
め
て
鳥
と
い
う
上
位
概
念
が
理
解
で
き
る
の
で
す
。 

そ
う
す
れ
ば
、
初
め
て
〝
オ
ウ
ム
〟
や
〝
カ
ナ
リ
ヤ
〟
を
見
て
も
、「
名
前
は
わ
か
ら
な
い
が
、
鳥
の

仲
間
だ
」
と
い
う
こ
と
だ
け
は
判
断
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

鳥
や
虫
に
関
係
な
く
、
こ
れ
ら
同
じ
仲
間
の
も
の
を
「
一
つ
、
二
つ
」
と
言
っ
て
数
え
る
〝
数
〟
は
、 

  さ
ら
に
抽
象
的
な
言
葉
で
す
。
鳩
や
蟻
か
ら
鳥
や
虫
と
い
う
抽
象
化
を
十
分
に
図
っ
た
上
で
、
〝
数
〟
を

教
え
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
十
分
に
抽
象
能
力
を
育
て
る
こ
と
を
せ
ず
に
、
数
を
教
え
る
べ
き
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。 

 

〝
鳩
・
鶴
〟
か
ら
〝
鳥
〟
ヘ 

 

元
来
、
耳
で
と
ら
え
る
〝
言
葉
〟
よ
り
も
、
目
で
と
ら
え
る
言
葉
（
漢
字
）
の
方
が
、
理
解
し
や
す
く

覚
え
や
す
い
こ
と
は
、
す
で
に
何
回
も
言
っ
て
き
た
通
り
で
す
。
だ
か
ら
、「
言
葉
を
先
に
教
え
て
、
あ

と
か
ら
漢
字
を
教
え
る
」
と
い
う
の
は
、
教
え
方
が
逆
で
あ
り
、
誤
っ
て
い
る
と
言
う
べ
き
で
す
。
し
か

し
、
先
に
も
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、
現
状
で
は
、
ま
ず
〝
言
葉
〟
を
、
そ
れ
か
ら
〝
漢
字
〟
を
教
え
る
こ

と
に
し
ま
す
。 
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〝
鳩
、
鶴
、
鶏…

…

〟
こ
う
い
う
言
葉
を
覚
え
た
ら
、
〝
鳩
、
鶴
、
鶏…

…

〟
と
い
う
漢
字
を
教
え
ま

し
ょ
う
。
言
葉
で
は
、
〝
は
と
〟
と
〝
つ
る
〟
と
に
共
通
す
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
鳩
と
鶏
が
同
じ
仲

間
で
あ
る
こ
と
は
、
言
葉
の
上
で
は
と
て
も
考
え
出
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。 

と
こ
ろ
が
、
〝
鳩
〟
〝
鶴
〟
と
い
う
漢
字
で
書
き
表
わ
し
ま
す
と
、
〝
鳥
〟
と
い
う
共
通
部
分
が
あ
る

こ
と
に
気
づ
き
、
〝
鳥
〟
と
は
何
だ
ろ
う
と
い
う
疑
問
を
持
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
。
疑
問
を
持
ち
、
質
問

す
る
よ
う
に
な
っ
た
時
、
初
め
て
〝
鳥
〟
と
い
う
言
葉
を
教
え
る
の
で
す
。 

親
や
教
師
と
い
う
も
の
は
、
子
供
が
関
心
を
示
し
て
い
な
い
の
に
、
と
か
く
教
え
よ
う
と
し
た
が
り
ま

す
。
し
か
し
、「
心
こ
こ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
聞
け
ど
も
聞
こ
え
ず
」
で
、
関
心
の
な
い
こ
と
は
耳
に
止
ま
り

ま
せ
ん
。 

子
供
は
好
奇
心
に
富
む
動
物
で
す
。
ほ
っ
て
お
け
ば
、
鳩
と
鶴
か
ら
〝
鳥
〟
を
、
蟻
と
蜂
か
ら
〝
虫
〟

を
、
鯉
と
鱒
か
ら
〝
魚
〟
を
見
つ
け
出
す
に
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
時
に
、
〝
鳥
、
虫
、
魚
〟
と
い
う 

  言
葉
を
教
え
て
や
れ
ば
、
必
ず
よ
く
理
解
し
覚
え
ま
す
。そ
の
時
機
を
あ
せ
ら
ず
に
持
つ
と
い
う
こ
と
が
、

教
育
に
は
必
要
な
こ
と
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が
待
て
な
い
で
、
何
で
も
教
え
て
し
ま
う
親
や
教
師
が
多
い
の
は
、
実
に
残
念
な
こ

と
で
す
。
食
欲
の
な
い
の
に
、
次
か
ら
次
と
食
べ
物
を
口
に
押
し
込
ま
れ
る
よ
う
な
も
の
で
、
物
を
知
る

喜
び
（
食
欲
を
満
た
す
喜
び
）
を
知
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
か
ら
、
真
の
向
学
心
に
燃
え
る
人
間
に
な
る

こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。 

 

〝
言
葉
〟
は
〝
実
体
〟
と
〝
漢
字
〟
と 

 

三
歳
を
過
ぎ
て
、
新
し
い
言
葉
を
教
え
る
場
合
に
は
、
出
来
た
ら
、
実
体
に
即
し
て
漢
字
と
共
に
教
え

る
こ
と
が
望
ま
し
い
の
で
す
。
〝
実
体
〟
と
〝
言
葉
〟
と
〝
漢
字
〟
と
、
こ
の
三
者
を
結
び
付
け
て
頭
の 
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             中
に
記
憶
さ
せ
る
こ
と
が
、
言
葉
の
学
習
で
は
重
要
な
こ
と
だ
と
考
え
る
か
ら
で
す
。 

〝
言
葉
〟
が
、
実
在
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
〝
聴
覚
的
信
号
〟
で
あ
る
の
に
対
し
、
〝
漢
字
〟
は
、
実
在

を
思
い
起
こ
さ
せ
る
〝
視
覚
的
信
号
〟
で
す
。
だ
か
ら
、
幼
児
が
実
在
に
触
れ
る
ご
と
に
、
実
在
を
体
験

す
る
ご
と
に
、
こ
れ
を
〝
言
葉
〟
で
表
現
し
て
示
す
と
同
時
に
〝
漢
字
〟
で
も
表
現
し
て
示
す
こ
と
が
大

切
な
の
で
す
。 

視
覚
の
方
が
聴
覚
よ
り
も
記
憶
保
持
の
効
果
が
強
い
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
両
方
の
器
官
に
記
憶
さ

せ
た
方
が
数
倍
も
記
憶
保
持
の
効
果
が
強
ま
る
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
使
っ
て
い
る

ア
メ
リ
カ
の
実
験
で
証
明
し
て
い
る
こ
と
で
す
が
、
漢
字
の
方
が
そ
の
効
果
は
一
層
強
い
も
の
が
あ
る
の

で
す
。 

「
学
問
、
音
楽
、
学
校
、
楽
器
」
と
、
漢
字
で
表
記
し
ま
す
と
、
〝
学
問
〟
と
〝
学
校
〟
と
の
関
連
が

あ
り
、
〝
音
楽
〟
と
〝
楽
器
〟
と
関
連
が
あ
る
こ
と
が
す
ぐ
に
解
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、「
が
く
も
ん
、
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お
ん
が
く
、が
っ
こ
う
、が
っ
き
」を
、ひ
ら
が
な
で
表
記
し
ま
す
と
、〝
が
く
も
ん
〟
と
〝
お
ん
が
く
〟
、

〝
が
っ
こ
う
〟
と
〝
が
っ
き
〟
と
関
連
づ
け
た
く
な
り
ま
す
。 

〝
お
ん
が
く
〟
は
〝
音
の
学
問
〟
と
誤
解
す
る
人
が
出
て
来
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
し
、
〝
が
っ
き
〟
が

あ
る
か
ら
〝
が
っ
こ
う
〟
と
言
う
の
か
と
思
う
子
供
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

と
も
あ
れ
、
日
本
語
は
、
漢
字
に
よ
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
、
作
ら
れ
た
言
葉
が
多
い
の
で
、
漢
字
と
共

に
理
解
す
る
こ
と
が
、
正
し
い
理
解
に
は
ぜ
ひ
必
要
な
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
視
覚
と
聴
覚
と
の
両
方
か

ら
言
葉
を
理
解
す
る
こ
と
が
、
記
憶
を
確
実
に
す
る
こ
と
に
役
立
ち
ま
す
の
で
、
一
層
、
言
葉
を
漢
字
と

共
に
学
習
す
る
こ
と
が
必
要
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

     

牛
乳
の
牛
は
う
し
で
あ
る
が…

…
 

 

牛
乳
瓶
に
は
〝
牛
乳
〟
と
い
う
漢
字
が
書
か
れ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
生
活
の
中
で
、
実
体
に
即
し
て

〝
ぎ
ゅ
う
に
ゅ
う
〟
と
い
う
言
葉
と
〝
牛
乳
〟
と
い
う
漢
字
を
結
び
付
け
て
教
え
る
こ
と
が
容
易
に
出

来
ま
す
。 

こ
の
場
合
、「
牛
乳
の
牛
と
い
う
字
は
、
〝
う
し
〟
と
も
読
め
、
乳
と
い
う
字
は
〝
ち
ち
〟
と
も
読
め

る
の
よ
」
と
、
つ
い
教
え
た
く
な
り
ま
す
が
、
こ
う
い
う
教
え
方
は
避
け
る
べ
き
で
す
。
〝
牛
〟
は
〝
う

し
〟
と
も
〝
ぎ
ゅ
う
〟
と
も
読
む
、
な
ど
と
い
う
、
実
在
か
ら
離
れ
た
知
識
を
、
子
供
が
求
め
も
し
な
い

の
に
与
え
よ
う
と
す
る
か
ら
、
楽
し
ん
で
憶
え
ら
れ
る
も
の
が
、
頭
を
痛
め
て
、
し
か
も
憶
え
に
く
い
も

の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。 

〝
牛
〟
が
〝
う
し
〟
で
あ
る
こ
と
は
、
牛
と
い
う
実
在
に
接
し
た
時
、「
こ
れ
が
〝
う
し
〟
と
い
う
動 
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             物
な
の
よ
」
と
言
っ
て
教
え
る
べ
き
も
の
で
す
。
あ
わ
て
て
は
い
け
ま
せ
ん
。 

ま
た
、
そ
の
後
生
き
た
牛
に
接
し
て
、
牛
と
い
う
漢
字
を
教
え
る
場
合
で
も
、「
こ
の
字
は
、
前
に
教

え
て
あ
げ
た
〝
牛
乳
〟
の
〝
牛
〟
で
す
よ
」
な
ど
と
口
走
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
、
栄
養
の
あ
る

食
べ
物
だ
か
ら
と
い
う
の
で
、
子
供
の
口
に
無
理
に
食
べ
物
を
押
し
込
む
よ
う
な
も
の
で
す
。 

そ
れ
よ
り
も
、「
お
母
さ
ん
、
牛
と
い
う
字
は
、
前
に
習
っ
た
〝
牛
乳
〟
の
牛
と
同
じ
字
じ
ゃ
あ
な
い

の
」
と
、
子
供
が
そ
れ
に
気
づ
い
て
指
摘
す
る
ま
で
待
っ
た
方
が
よ
い
の
で
す
。
そ
の
時
に
、「
ま
あ
、

良
い
と
こ
ろ
に
気
が
付
い
た
わ
ね
え
。
忠
男
の
こ
と
を
、
〝
た
だ
お
さ
ん
〟
と
い
う
人
も
い
る
し
、
〝
た

あ
ち
ゃ
ん
〟
と
い
う
人
も
い
る
よ
う
に
、同
じ
物
に
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
が
あ
る
の
よ
。牛
も
、〝
う
し
〟

と
い
う
言
い
方
と
〝
ぎ
ゅ
う
〟
と
い
う
言
い
方
と
二
つ
あ
る
の
。
〝
牛
の
肉
〟
〝
牛
の
乳
〟
を
一
つ
に
つ

め
て
言
う
よ
う
な
時
に
は
〝
牛
肉
〟
〝
牛
乳
〟
と
い
う
言
い
方
を
す
る
の
よ
」
と
教
え
て
や
り
ま
す
と
、

子
供
が
自
ら
気
付
い
た
こ
と
で
は
あ
り
、
そ
れ
を
認
め
ら
れ
た
こ
と
だ
け
に
、
進
ん
で
こ
れ
を
受
け
入
れ
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る
も
の
で
す
。 

 
幼
児
の
周
囲
に
漢
字
カ
ー
ド
を 

 

幼
児
は
、
飛
び
交
う
言
葉
の
中
で
生
活
し
て
い
る
う
ち
に
、
ひ
と
り
で
に
言
葉
を
習
得
し
て
い
る
の
で

す
か
ら
、
漢
字
の
学
習
も
、
幼
児
の
目
に
触
れ
る
所
に
漢
字
を
満
た
し
て
お
く
の
が
最
も
効
率
的
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

机
に
は
〝
机
〟
、
壁
に
は
〝
壁
〟
、
花
瓶
に
は
〝
花
瓶
〟
と
い
う
漢
字
を
書
い
た
紙
片
を
貼
っ
て
お
け

ば
、
必
ず
幼
児
は
、
こ
れ
に
関
心
を
示
し
ま
す
。
そ
の
時
、
こ
れ
を
読
ん
で
聞
か
せ
れ
ば
、
す
ぐ
に
覚
え

て
し
ま
い
ま
す
。 

一
歳
半
で
三
百
字
の
漢
字
を
覚
え
・
た
と
い
う
、
田
中
庸
介
君
も
、
家
の
中
の
漢
字
を
読
ん
で
や
っ
た 

  と
こ
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
と
言
い
ま
す
。
〝
電
灯
〟
な
ど
は
、
電
灯
か
ら
短
冊
を
下
げ
て
、
そ
れ
に
書
い
て

お
け
ば
、
幼
児
は
興
味
を
も
っ
て
こ
れ
を
見
る
で
し
ょ
う
。 

漢
字
カ
ー
ド
は
墨
と
筆
で
書
く
の
が
普
通
で
す
が
、
色
の
マ
ジ
ッ
ク
ペ
ン
で
書
く
の
も
よ
い
と
思
い
ま

す
。
赤
や
紫
や
青
や
緑
、
い
ろ
い
ろ
美
し
い
色
で
漢
字
カ
ー
ド
を
作
る
と
、
幼
児
の
興
味
を
一
層
惹
く
に

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

あ
ら
ゆ
る
品
物
や
場
所
に
漢
字
カ
ー
ド
を
貼
り
つ
け
た
と
し
て
も
、
家
の
中
で
は
限
り
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
犬
や
猫
や
小
鳥
を
飼
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
の
生
き
物
に
漢
字
カ
ー
ド
を
貼
り
付
け
る
わ
け

に
は
い
き
ま
せ
ん
。 

こ
れ
ら
の
も
の
は
、
絵
本
の
絵
を
利
用
す
る
の
で
す
。
犬
の
絵
の
そ
ば
に
は
〝
犬
〟
、
猫
の
絵
の
そ
ば

に
は
〝
猫
〟
と
書
き
入
れ
る
の
で
す
。
こ
う
す
れ
ば
〝
山
、
川
、
木
、
森
、
自
動
車
、
電
車
、
空
、
雲
、

星
、
月
、
お
爺
さ
ん
、
お
婆
さ
ん…

…

〟
ほ
と
ん
ど
何
で
も
教
え
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 
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現
在
出
版
さ
れ
て
い
る
幼
児
用
絵
本
と
い
う
と
、
ほ
と
ん
ど
か
な
書
き
で
す
。
こ
の
か
な
の
上
に
そ
れ

が
隠
れ
る
よ
う
に
紙
を
貼
り
、
漢
字
を
書
き
入
れ
る
の
が
よ
ろ
し
い
。
か
な
は
初
め
の
う
ち
は
幼
児
の
目

に
触
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
少
な
く
と
も
、
漢
字
を
百
字
く
ら
い
覚
え
さ
せ
な
い
う
ち

は
、
か
な
を
教
え
て
は
い
け
な
い
か
ら
で
す
。 

 

初
め
か
ら
漢
字
を 

 

初
め
、
か
な
を
習
っ
た
者
と
、
初
め
か
ら
漢
字
を
習
っ
た
も
の
と
は
、
読
書
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
読

書
の
ス
ピ
ー
ド
が
全
く
違
う
の
で
す
。
頭
の
働
き
の
良
い
子
は
、
初
め
、
か
な
か
ら
入
っ
た
者
で
も
、
か

な
り
の
読
書
の
ス
ピ
ー
ド
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
で
も
初
め
か
ら
漢
字
を
習
っ
た
子
供
に
は
と
て
も
及
び

ま
せ
ん
。 
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か
な
は
、
音
声
言
語
を
表
わ
し
た

も
の
で
す
か
ら
、
逆
に
か
な
文
字
か

ら
音
声
を
た
ど
っ
て
そ
の
言
葉
を
理

解
し
ま
す
。
だ
か
ら
、
か
な
文
字
で

書
か
れ
た
も
の
を
読
む
の
は
、
音
声

言
語
を
話
す
速
度
よ
り
速
く
て
も
、

ま
た
遅
く
て
も
理
解
し
に
く
く
な
り

ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
漢
字
は
、
事
物
を
直

接
表
わ
し
て
い
ま
す
か
ら
、
そ
の
文

字
を
目
に
し
た
瞬
間
に
そ
れ
を
読
み 

 

 取
れ
ま
す
。
〝
山
、
川
、
花
、
雪
〟
と
い
う
よ
う
な
漢
字
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
〝
電
車
、
汽
船
、
絵

本
、
鉛
筆
〟
は
勿
論
、
〝
自
動
車
、
冷
蔵
庫
〟
と
い
う
よ
う
な
言
葉
で
も
、
一
瞬
で
読
み
取
れ
ま
す
。 

渡
辺
茂
（
東
大
工
学
部
教
授
、
工
学
博
士
）
先
生
の
実
験
に
よ
り
ま
す
と
、
暗
室
の
中
に
置
い
た
漢
字

カ
ー
ド
が
、
わ
ず
か
百
分
の
一
秒
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
で
読
み
取
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
よ
う
に
、

漢
字
は
一
瞬
の
う
ち
に
理
解
で
き
る
も
の
で
す
か
ら
、
漢
字
を
多
く
用
い
て
表
記
さ
れ
た
文
章
は
、
ど
ん

な
に
速
く
し
た
音
声
よ
り
も
数
倍
も
速
く
、
目
読
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
す
。 

だ
か
ら
、
初
め
か
ら
漢
字
で
習
っ
た
幼
児
は
、
初
め
か
ら
、「
文
字
を
一
瞬
の
う
ち
に
読
み
取
る
」
習

慣
を
身
に
つ
け
ま
す
。
音
読
す
る
場
合
に
も
、
先
に
目
で
一
瞬
の
う
ち
に
読
み
取
り
、
理
解
し
、
そ
の
上

で
そ
れ
を
音
読
し
ま
す
。 

と
こ
ろ
が
、
初
め
、
か
な
を
学
習
し
た
幼
児
は
、
書
か
れ
た
文
字
を
、
言
葉
を
話
す
の
と
同
じ
速
さ
で

発
音
し
、
そ
の
発
音
か
ら
言
葉
を
想
起
し
、
理
解
す
る
の
で
す
。
漢
字
を
理
解
し
て
か
ら
音
読
す
る
の
と
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全
く
逆
で
あ
り
、
ス
ピ
ー
ド
が
全
く
違
い
ま
す
。 

「
読
書
は
成
長
す
る
に
つ
れ
て
速
く
な
る
」
と
言
い
ま
す
が
、
初
め
身
に
つ
い
た
習
慣
は
、
な
か
な
か

改
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
ず
改
ま
ら
な
い
の
が
普
通
で
す
。 

 

読
書
は
速
い
方
が
解
り
や
す
い 

 

漢
字
を
か
な
よ
り
も
先
に
学
習
し
た
私
の
長
女
は
、
ま
だ
小
学
校
に
入
っ
た
か
入
ら
な
い
か
と
い
う
時

期
に
読
書
の
ス
ピ
ー
ド
が
私
の
そ
れ
よ
り
も
速
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
ま
し
た
。 

試
み
に
娘
の
読
書
す
る
後
か
ら
、
私
が
読
ん
で
み
ま
す
と
、
半
分
く
ら
い
し
か
読
み
終
え
な
い
う
ち
に

ペ
ー
ジ
を
繰
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
こ
で
私
も
ス
ピ
ー
ド
を
上
げ
る
の
で
す
が
、
や
は
り
読
み
終
え
な
い

う
ち
に
ペ
ー
ジ
を
め
く
ら
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。 

  

そ
れ
で
、
こ
の
速
さ
で
果
た
し
て
理
解
で
き
て
い
る
の
か
、
と
思
っ
た
私
は
、
あ
と
で
内
容
に
つ
い
て

い
ろ
い
ろ
質
問
し
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
ち
ゃ
ん
と
立
派
に
答
え
る
の
で
す
。
そ
こ
で
、
私
は
、
速
く

読
み
取
る
こ
と
と
、
理
解
す
る
こ
と
と
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
考
え
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。 

実
は
、
そ
れ
以
前
、
〝
速
読
法
〟
と
い
う
書
物
を
読
み
、
速
読
の
練
習
を
し
ま
し
た
が
、
速
読
す
れ
ば

ど
う
し
て
も
理
解
の
面
で
不
十
分
に
な
る
。
そ
れ
で
速
読
と
理
解
と
は
反
比
例
す
る
も
の
だ
、
と
私
は
思

っ
て
い
た
の
で
す
。 

し
か
し
、
娘
の
よ
う
に
、
初
め
か
ら
速
い
読
み
方
を
し
て
い
る
者
と
、
私
の
よ
う
に
、
あ
と
か
ら
努
力

し
て
速
く
読
も
う
と
し
て
い
る
者
と
で
は
違
う
、
と
い
う
こ
と
に
、
こ
の
時
気
が
付
い
た
の
で
す
。 

最
初
が
大
事
な
の
で
す
。
最
初
身
に
つ
け
た
習
慣
と
い
う
も
の
は
、
な
か
な
か
改
ま
る
も
の
で
な
く
、

無
理
に
改
め
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
無
理
が
別
の
面
で
マ
イ
ナ
ス
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
も
の
で
す
。 

だ
か
ら
、
私
た
ち
の
よ
う
に
、
初
め
か
な
か
ら
学
習
し
た
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
読
書
が
遅
く
な
り
ま
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す
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
無
理
に
改
め
な
い
方
が
よ
い
。
も
っ
と
も
、
読
書
の
種
類
に
よ
っ
て
は
、
速
読

法
に
頼
る
の
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。し
か
し
、真
の
読
書
は
、遅
く
て
も
自
分
の
ペ
ー
ス
で
読
ま
な
い
と
、

大
事
な
こ
と
を
読
み
落
と
す
心
配
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
思
っ
て
、
今
で
は
、
甘
ん
じ
て
、
ゆ
っ
く
り
と
書

物
を
読
む
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
に
、
こ
れ
か
ら
の
文
字
学
習
は
、
絶
対
に
〝
か
な
文
字
か
ら

始
め
て
は
な
ら
な
い
〟
と
つ
く
づ
く
思
う
の
で
す
。 

 

か
な
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
学
ば
せ
る
か 

 

そ
れ
で
は
、
〝
か
な
〟
は
い
つ
、
ど
の
よ
う
に
学
ば
せ
る
か
、
と
言
い
ま
す
と
、
漢
字
を
二
、
三
百
字

覚
え
さ
せ
た
後
、
次
の
よ
う
に
し
て
教
え
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。 

す
で
に
知
っ
て
い
る
〝
白
、
赤
、
青
、
雪
、
花
、
空
〟
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
、
〝
白
い
雪
、
赤
い
花
、 
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青
い
空
〟
と
い
う
言
葉
に
し
て
、
こ
れ
を
幼
児
に
与
え
る
の
で
す
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
、
す
で
に
知
っ
て

使
っ
て
い
る
も
の
で
す
か
ら
、
す
ぐ
に
〝
い
〟
を
理
解
し
、
覚
え
ま
す
。 

つ
ま
り
、
幼
児
た
ち
は
、
〝
白
い
、
赤
い
〟
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
た
だ
、
言
葉
を

分
析
し
て
、
〝
赤
＋
い
〟
と
い
う
関
係
に
ま
で
理
解
が
及
ん
で
い
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
、
言
葉
と
し
て

す
で
に
使
っ
て
い
る
〝
赤
い
花
〟
を
、
漢
字
と
か
な
と
で
書
き
表
わ
し
た
も
の
を
見
せ
て
や
れ
ば
、
す
ぐ

に
〝
い
〟
と
い
う
音
声
と
、
そ
の
音
声
を
表
わ
し
た
か
な
文
字
と
を
認
識
し
、
理
解
し
ま
す
。 

そ
こ
で
、
幼
児
は
、
言
葉
に
は
「
白
、
赤
、
花
、…

…

」
の
よ
う
に
意
味
、
内
容
の
あ
る
言
葉
と
、
〝
い
〟

の
よ
う
に
意
味
、
内
容
の
な
い
言
葉
と
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。 

こ
う
し
て
、「
海
は
広
い
な
。
大
き
い
な
」
と
い
う
よ
う
な
文
に
進
ん
で
い
き
ま
す
と
、
〝
海
、
広
、

大
〟
と
い
っ
た
概
念
を
も
っ
た
字
に
対
し
て
、
〝
は
、
い
、
な
〟
と
い
う
よ
う
な
単
な
る
音
声
を
表
わ
す

文
字
の
存
在
に
気
付
き
、
漢
字
は
主
と
し
て
概
念
や
観
念
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
、
か
な
は
単
な
る
音
声 

  を
表
わ
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
理
解
す
る
の
で
す
。 

こ
れ
は
、
現
実
の
文
章
の
表
記
の
事
実
か
ら
、
体
得
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
理
屈
で
理
解
さ
せ
る
も
の

で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
言
葉
や
文
字
表
記
と
い
う
も
の
は
、
理
屈
で
理
解
し
た
の
で
は
何
に
も
な
り

ま
せ
ん
。
身
に
つ
い
て
、
習
慣
と
な
り
、
考
え
な
い
で
言
葉
と
な
り
、
表
記
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。 

初
め
「
う
み
は
ひ
ろ
い
」
と
学
習
し
、
後
で
「
海
は
広
い
」
と
改
め
る
よ
う
で
は
、
身
に
つ
い
た
も
の
に

な
る
は
ず
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

か
な
は
こ
う
し
て
学
ば
せ
る 

 

〝
い
〟
や
〝
の
〟
と
い
う
か
な
で
、
漢
字
と
は
本
質
的
に
違
っ
た
文
字
の
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
せ
る
こ
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と
が
、
ま
ず
第
一
で
す
。
漢
字
は
〝
花
〟
と
〝
鼻
〟
の
例
で
解
る
よ
う
に
、
発
音
に
は
関
係
が
な
く
、
物

そ
の
物
を
表 

わ
し
た
文
字
で
す
が
、
か
な
は
全
く
そ
の
反
対
で
、
内
容
が
な
く
、
た
だ
発
音
だ
け
を
表

わ
し
た
文
字
で
す
。
そ
れ
を
理
屈
で
な
く
、
体
験
的
に
幼
児
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。 

次
に
、
〝
歩
く
〟
〝
動
く
〟
〝
書
く
〟
〝
泣
く
〟
と
い
う
言
葉
で
、
〝
く
〟
と
い
う
か
な
に
気
づ
か
せ

ま
す
。
決
し
て
〝
歩
＋
く
〟
と
分
け
て
教
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
幼
児
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の

言
葉
を
覚
え
て
い
く
う
ち
に
、
共
通
す
る
〝
く
〟
に
気
づ
き
、
〝
く
〟
と
い
う
発
音
の
字
だ
と
理
解
す
る

よ
う
に
な
り
ま
す
。  

そ
の
時
、
こ
の
〝
歩
く
〟
と
い
う
言
葉
は
、
〝
歩
か
な
い
、
歩
き
ま
す
、
歩
け
、
歩
こ
う
〟
と
、
変
化

す
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
教
え
ま
す
。
続
い
て
、
子
供
た
ち
に
、
〝
動
く
、
書
く
、
泣
く
〟
と
い
う
言
葉

を
与
え
て
そ
れ
が
ど
う
変
わ
る
か
、
考
え
さ
せ
ま
す
。 

動
か
な
い  

書
か
な
い  

泣
か
な
い  

  

動
き
ま
す  

書
き
ま
す  

泣
き
ま
す  

動
く    

書
く    

泣
く  

動
け    

書
け    

泣
け  

動
こ
う   

書
こ
う   

泣
こ
う  

こ
の
よ
う
に
皆
同
じ
形
に
な
る
こ
と
に
幼
児
は
驚
異
の
目
を
見
張
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
〝
動
＋
な
い
〟

の
時
は
〝
う
ご
く
〟
で
な
く
て
〝
う
ご
か
〟
に
な
る
。
だ
か
ら
、
〝
動
か
な
い
〟
と
〝
か
〟
と
発
音
す
る

こ
と
を
表
わ
す
文
字
を
入
れ
た
の
だ
、
と
理
解
さ
せ
ま
す
。 

こ
う
し
て
、“
か
き
く
け
こ
”
と
い
う
発
音
を
表
わ
す
か
な
の
必
要
性
を
理
解
さ
せ
る
と
共
に
、
こ
れ

を
覚
え
さ
せ
る
の
で
す
。「
観
念
語
は
漢
字
で
、
か
な
は
単
な
る
音
声
を
表
わ
す
語
に
使
用
す
る
」
と
い

う
日
本
語
特
有
の
表
記
法
の
原
理
を
、
幼
児
の
う
ち
に
体
で
理
解
さ
せ
る
の
で
す
。 

次
に
、「
流
す
、
起
す
、
賃
す
、
出
す
」
で
〝
さ
し
す
せ
そ
〟
を
、「
勝
つ
、
立
つ
、
打
つ
」
で
〝
た
ち
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つ
て
と
〟
を
教
え
ま
す
。 

 
漢
字
が
書
け
て
も
書
か
な
い
子 

 

小
学
校
の
先
生
方
は
、「
テ
ス
ト
で
は
書
け
る
漢
字
が
、
作
文
や
ノ
ー
ト
に
は
使
わ
れ
な
い
」
と
言
っ

て
嘆
い
て
い
ま
す
。
そ
の
理
由
は
、
初
め
、
何
で
も
か
な
で
読
ん
だ
り
書
い
た
り
す
る
習
慣
を
身
に
つ
け

て
い
る
か
ら
で
す
。 

思
考
と
言
葉
が
同
時
に
進
む
よ
う
に
、
文
章
を
書
く
時
に
は
、
た
だ
書
き
た
い
内
容
に
つ
い
て
の
思
考

が
働
い
て
い
て
、
そ
れ
以
外
の
思
考
は
書
く
た
め
に
は
妨
げ
に
な
る
ば
か
り
で
す
。
だ
か
ら
、
文
章
を
書

く
時
に
「
出
来
る
限
り
、
知
っ
て
い
る
漢
字
を
使
っ
て
書
こ
う
」
と
い
う
意
識
は
、
文
章
を
書
く
時
に
は
、

文
章
を
書
く
妨
げ
に
な
る
も
の
で
す
。 

  

つ
ま
り
、
文
章
を
書
く
こ
と
に
専
念
す
れ
ば
、
か
な
先
習
の
子
供
は
、
身
に
つ
い
た
か
な
だ
け
で
書
く

の
が
当
然
で
あ
り
、
漢
字
を
多
く
使
お
う
と
す
れ
ば
そ
れ
だ
け
文
章
が
う
ま
く
書
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う

わ
け
で
す
。 

だ
か
ら
、
読
書
が
速
く
出
来
る
た
め
に
も
、
文
章
を
書
く
能
力
を
高
め
る
た
め
に
も
、
初
め
か
ら
漢
字

表
記
で
学
習
さ
せ
、決
し
て
か
な
で
学
習
さ
せ
て
は
い
け
な
い
の
で
す
。初
め
、〝
う
み
〟
と
学
習
さ
せ
、

あ
と
で
〝
海
〟
と
学
習
し
な
お
さ
せ
る
こ
と
は
、
読
み
の
上
で
も
、
書
き
の
上
で
も
、
大
変
な
問
題
が
あ

る
こ
と
を
、
皆
さ
ん
、
よ
く
知
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

な
お
、
蛇
足
に
な
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
初
め
、
〝
か
な
〟
で
学
習
し
た
子
供
は
、
漢
字
が
書
け
る

よ
う
に
な
っ
て
も
、
習
慣
上
、
つ
い
か
な
書
き
を
し
て
し
ま
い
ま
す
か
ら
、
漢
字
を
書
く
能
力
が
育
た
な

い
ば
か
り
か
書
け
な
く
な
っ
て
し
ま
う
危
険
が
あ
る
の
で
す
。 

反
対
に
、
初
め
、
漢
字
表
記
で
学
習
し
た
子
供
は
、
漢
字
で
書
く
も
の
と
思
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
書
け
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な
い
場
合
で
も
、
決
し
て
か
な
書
き
で
済
ま
せ
る
こ
と
を
し
ま
せ
ん
。
必
ず
調
べ
る
か
、
教
え
て
も
ら
う

か
し
て
漢
字
で
書
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
今
は
書
く
能
力
が
未
熟
で
も
、
必
ず
書
く
能
力
が
育
ち
、
立
派
に

書
け
る
よ
う
に
な
る
の
で
す
。 

 

漢
字
学
習
で
は
、
〝
義
〟
が
最
も
大
切 

 

今
ま
で
の
漢
字
教
育
と
言
え
ば
、
読
む
こ
と
と
書
く
こ
と
、
そ
れ
も
一
点
一
画
ま
で
極
め
て
厳
格
に
、

し
か
も
一
定
の
筆
順
で
書
く
こ
と
が
重
視
さ
れ
て
い
ま
し
た
。 

し
か
し
、
私
の
漢
字
教
育
で
は
、
読
み
や
書
き
よ
り
も
も
っ
と
重
視
す
る
も
の
が
あ
る
の
で
す
。
昔
か

ら
、
〝
形
・
音
・
義
〟
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
が
、
形
は
書
き
に
、
音
は
読
み
に
関
す
る
も
の
で
す
。

勿
論
、
形
も
音
も
大
切
で
す
が
、
そ
の
形
と
音
と
に
生
命
を
与
え
て
い
る
の
が
〝
義
〟
で
す
。 
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た
と
え
ば
、
〝
熱
い
〟
と
い
う
漢
字
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
字
を
〝
あ
つ
い
〟
と
読
め
て
、
そ

れ
を
筆
順
正
し
く
、
形
が
正
し
く
書
け
て
も
、こ
の
字
の
持
つ
正
し
い
〝
義
〟
を
理
解
し
て
い
な
く
て
は
、

何
に
も
な
り
ま
せ
ん
。 

極
端
に
言
う
な
ら
、
正
し
く
読
め
な
く
て
も
、
ま
た
書
け
な
く
て
も
よ
い
。
そ
の
意
味
を
正
し 

く
理
解
で
き
る
な
ら
そ
れ
で
結
構
、
と
い
う
の
が
私
の
最
も
強
調
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
。 

だ
か
ら
、
こ
の
漢
字
を
幼
児
に
教
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
ま
ず
、
熱
湯
を
瓶
に
入
れ
、
こ
の
瓶
に
〝
熱

い
〟 

と
い
う
漢
字
カ
ー
ド
を
貼
り
付
け
、
こ
れ
を
幼
児
に
与
え
ま
す
。
幼
児
は
こ
の
瓶
を
握
っ
て
み
て
、

「
あ
つ
い
！
」と
叫
ん
で
手
を
離
す
で
し
ょ
う
。そ
の
体
験
が
、〝
熱
い
〟
と
い
う
漢
字
の
〝
義
〟
で
す
。  

こ
の
〝
義
〟
を
中
心
に
、
そ
れ
を
〝
あ
つ
い
〟
と
い
う
言
葉
（
音
）
と
〝
熱
い
〟
と
い
う
字
形
（
形
）

と
に
結
び
付
け
て
、
こ
れ
を
大
脳
に
記
録
す
る
こ
と
が
私
の
主
張
す
る
漢
字
教
育
で
す
。 

こ
う
い
う
漢
字
学
習
を
し
た
子
供
は
、〝
熱
い
〟
と
い
う
文
字
を
見
れ
ば
、途
端
に
、あ
の「
あ
つ
い
！
」 

  と
叫
ん
だ
時
の
感
触
が
頭
の
中
に
甦
り
、
そ
の
体
験
を
ま
ざ
ま
ざ
と
思
い
起
こ
す
で
し
ょ
う
。
そ
れ
が
漢

字
を
読
む
こ
と
の
意
義
で
す
。 

単
に
〝
あ
つ
い
〟
と
読
め
て
も
、
ま
た
正
し
く
そ
の
字
が
書
け
て
も
、
こ
う
い
う
体
験
が
伴
わ
な
か
っ

た
ら
、「
そ
の
漢
字
教
育
は
成
功
し
な
か
っ
た
」
と
私
は
言
い
た
い
の
で
す
。 

 

漢
字
は
体
験
を
呼
び
起
こ
す
信
号
で
あ
る 

 

〝
重
い
〟
〝
軽
い
〟
と
い
う
漢
字
は
、
二
つ
の
マ
ッ
チ
箱
を
用
意
し
、
こ
れ
に
、
そ
れ
ぞ
れ
〝
重
い
〟

〝
軽
い
〟
と
い
う
漢
字
カ
ー
ド
を
貼
り
着
け
ま
す
。
〝
重
い
〟
と
い
う
マ
ッ
チ
箱
に
は
、
釘
か
鉛
で
も
詰

め
、
〝
軽
い
〟
と
い
う
マ
ッ
チ
箱
に
は
、
綿
を
詰
め
て
お
き
ま
す
。 

〝
長
い
〟
〝
短
い
〟
と
い
う
漢
字
は
、
二
本
の
使
い
古
し
の
鉛
筆
で
も
用
意
す
る
と
よ
ろ
し
い
。
長
い
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方
の
鉛
筆
に
、
〝
長
い
〟
と
い
う
漢

字
カ
ー
ド
を
紐
で
結
び
着
け
、
短
い

方
の
鉛
筆
に
〝
短
い
〟
と
い
う
カ
ー

ド
を
結
び
着
け
て
お
け
ば
よ
い
の
で

す
。 こ

う
し
て
、
漢
字
の
持
つ
意
味
を
、

体
験
を
通
し
て
よ
く
理
解
さ
せ
る
こ

と
が
大
切
で
す
。
漢
字 

は
、
そ
の
体
験
を
呼
び
起
こ
す
た

め
の
信
号
な
の
で
す
か
ら
、
体
験
を

通
し
て
理
解
し
な
い
こ
と
に
は
始
ま 

  り
ま
せ
ん
。
漢
字
と
体
験
と
が
よ
く
結
び
着
い
て
い
て
、
漢
字
を
見
れ
ば
、
一
瞬
の
う
ち
に
そ
の
体
験
が

頭
の
中
に
甦
っ
て
来
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

そ
れ
に
は
、
生
活
の
中
で
、
生
活
に
密
接
し
た
体
験
を
さ
せ
る
と
同
時
に
、
こ
れ
を
漢
字
に
結
び
着
け 

て
記
憶
さ
せ
る
工
夫
が
大
切
で
す
。 

脳
障
害
児
、
郁
子
ち
ゃ
ん
の
お
父
さ
ん
は
、
こ
の
子
に
〝
牛
〟
と
い
う
漢
字
を
教
え
る
た
め
に
、
数
十

キ
ロ
も
離
れ
た
牧
場
に
一
日
が
か
り
で
出
掛
け
て
い
ま
す
。
実
際
の
牛
を
見
な
く
て
は
、
い
く
ら
〝
牛
〟

と
い
う
漢
字
が
読
め
て
、
そ
れ
が
筆
順
正
し
く
書
け
て
も
、
そ
の
価
値
は
半
減
し
ま
す
。 

勿
論
、
す
べ
て
を
体
験
す
る
こ
と
は
幼
児
に
と
っ
て
困
難
と
い
う
よ
り
も
不
可
能
と
い
う
べ
き
で
し
ょ

う
。
牛
だ
っ
て
、
写
真
や
絵
本
で
間
に
合
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
場
合
が
多
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
同
じ
〝
牛
〟
と
い
う
字
を
見
て
も
、
そ
れ
が
実
物
の
生
き
た
牛
を
思
い
浮
か
べ
る
か
、
絵
本
の
牛

を
思
い
浮
か
べ
る
か
、
で
は
大
変
な
違
い
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
な
る
べ
く
労
を
惜
し
ま
な
い
で
、
実
物
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体
験
を
通
し
て
漢
字
を
教
え
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
の
方
が
、
幼
児
が
漢
字
を
覚
え
る
意
欲
を
一

層
強
め
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
す
。 

 

毎
日
一
字
ず
つ
漢
字
を…

…
…

 

 

当
用
漢
字
は
一
八
五
〇
字
で
す
が
、
こ
の
う
ち
八
八
一
字
が
通
称
〝
教
育
漢
字
〟
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

す
。
こ
れ
が
制
定
さ
れ
た
当
時
は
、
義
務
教
育
期
間
（
九
年
間
）
中
に
習
得
す
べ
き
漢
字
と
し
て
、
選
ん

だ
も
の
で
す
か
ら
、
〝
教
育
漢
字
〟
と
い
う
名
称
が
付
い
た
も
の
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
昭
和
三
十
六
年
の
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
の
際
、
小
学
校
の
六
年
間
に
習
得
す
べ
き
も
の

と
改
め
ら
れ
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
昭
和
四
十
六
年
に
は
、
こ
れ
に
百
十
五
字
を
加
え
て
、
小
学
校
を
卒
業

す
る
ま
で
に
習
得
す
べ
き
漢
字
が
九
九
六
字
と
な
り
ま
し
た
。 

  

こ
の
よ
う
に
、
改
訂
の
た
び
ご
と
に
学
習
漢
字
が
ふ
え
て
来
ま
し
た
が
、
そ
れ
で
も
、
六
年
間
に
学
習

す
る
漢
字
が
一
千
字
に
達
し
ま
せ
ん
。
一
日
に
一
字
ず
つ
覚
え
て
い
っ
た
ら
、
三
年
間
で
も
一
千
字
は
覚

え
ら
れ
る
の
で
す
。 

幼
児
期
の
幼
児
は
、
一
日
に
一
字
く
ら
い
覚
え
る
の
は
何
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
負
担
に
な
る
ど
こ
ろ
か

楽
し
み
に
な
る
く
ら
い
の
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
幼
児
期
に
、
毎
日
一
宇
ず
つ
漢
字
を
教
え
る
計
画
を
立

て
る
こ
と
を
お
奨
め
し
ま
す
。 

「
石
の
上
に
も
三
年
」
と
い
う
諺
も
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
何
事
で
も
、
三
年
く
ら
い
は
継
続
し
て
や
る

こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
く
ら
い
の
辛
抱
が
出
来
な
い
よ
う
で
は
、
何
を
し
て
も
成
功
は
望
め
ま
せ
ん
。

漢
字
教
育
も
一
日
一
字
の
学
習
を
三
年
間
続
け
た
ら
、
一
千
字
を
超
え
ま
す
。 

小
学
校
へ
就
学
す
る
三
年
前
か
ら
始
め
た
ら
、
小
学
校
の
一
年
生
に
な
る
こ
ろ
に
は
、
一
千
宇
の
漢
字

が
読
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
今
の
中
学
一
年
生
の
漢
字
力
よ
り
も
上
回
る
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こ
と
に
な
り
ま
す
か
ら
、
小
学
生
向
け
の
書
物
だ
っ
た
ら
、
ど
ん
な
も
の
で
も
、
ラ
ク
ラ
ク
と
読
め
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
す
。 

そ
う
な
れ
ば
、
理
科
の
教
科
書
で
も
社
会
科
の
教
科
書
で
も
、
す
ら
す
ら
読
め
て
、
す
ぐ
に
理
解
で
き

る
は
ず
で
す
。
そ
う
な
れ
ば
、
学
校
へ
行
く
の
が
楽
し
い
、
成
績
の
良
い
子
供
に
自
然
と
な
り
ま
す
。 

 

七
日
分
を
い
っ
ぺ
ん
に…

…
…

 

 

一
日
一
字
の
ペ
ー
ス
で
も
、
こ
れ
を
確
実
に
、
毎
日
一
宇
ず
つ
与
え
て
い
く
や
り
方
と
、
一
週
間
分
を

い
っ
ぺ
ん
に
与
え
て
、
一
週
間
ご
と
に
こ
れ
を
進
め
て
い
く
や
り
方
が
考
え
ら
れ
ま
す
。 

幼
児
が
か
な
を
覚
え
る
た
め
の
玩
具
と
し
て
、
市
販
さ
れ
て
い
る
も
の
に
〝
文
字
板
〟
が
あ
り
ま
す
。

犬
の
絵
の
裏
に
〝
い
〟
と
い
う
文
字
が
あ
り
、
馬
の
絵
の
裏
に
〝
う
〟
と
い
う
文
字
が
あ
る
、
と
い
う
も 
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の
で
す
。 

こ
れ
は
、
漢
字
学
習
に
利
用
で
き
ま
す
。
〝
い
〟
の
上
に
紙
を
貼
り
付
け
て
〝
犬
〟
と
い
う
漢
字
を 

書
き
入
れ
、
〝
う
〟
は
〝
馬
〟
と
い
う
漢
字
に
改
め
れ
ば
よ
い
の
で
す
。 

こ
う
い
う
文
字
板
を
、
一
週
間
に
一
度
、
い
っ
ぺ
ん
に
七
枚
与
え
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
れ
で
、
一
週

間
の
間
に
、
七
枚
の
文
字
板
を
繰
り
返
し
て
見
て
い
る
間
に
、
こ
れ
ら
の
七
字
の
漢
字
を
み
な
覚
え
て
し

ま
う
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
す
。 

「
こ
の
字
は
何
と
い
う
字
だ
ろ
う
」
と
思
っ
て
、
裏
返
し
て
み
れ
ば
絵
が
あ
る
の
で
す
ぐ
に
解
る
。
こ

う
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
て
や
っ
て
い
れ
ば
、
幼
児
は
自
然
に
漢
字
を
覚
え
る
こ
と
で
し
ょ
う
。こ
れ
は
、

幼
児
が
独
り
で
覚
え
る
の
に
適
し
た
方
法
で
す
。 

と
は
言
う
も
の
の
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
で
す
。
時
々
、
お
母
さ
ん
が
、
文
字
板
の
文
字
の
面
を
表

に
し
て
並
べ
て
や
り
、
お
母
さ
ん
の
読
ん
だ
文
字
を
そ
の
中
か
ら
拾
わ
せ
る
こ
と
を
し
て
下
さ
い
。
カ
ル 

  タ
取
り
の
よ
う
に
し
て
遊
ぶ
の
で
す
。 

「
は
や
い
ね
」「
よ
く
取
れ
る
ね
」
と
賞
め
て
や
り
ま
す
と
、
得
意
に
な
っ
て
張
り
切
っ
て
や
る
こ
と

で
し
ょ
う
。
そ
う
な
れ
ば
、
読
め
な
い
字
も
早
く
覚
え
て
読
め
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。 

一
週
間
た
っ
て
、
次
の
七
枚
を
与
え
る
時
は
、
前
の
七
枚
は
回
収
し
た
方
が
よ
ろ
し
い
。
し
か
し
、
そ

の
週
の
終
わ
り
ご
ろ
に
、
前
の
七
枚
と
一
緒
に
し
て
十
四
枚
で
遊
ば
せ
る
こ
と
も
必
要
で
す
。
時
々
そ
う

い
う
こ
と
を
し
な
い
で
い
る
と
、
忘
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
が
、「
覚
え
て
い
る
も
の
を

読
む
」
と
い
う
、
そ
の
こ
と
に
大
切
な
意
義
が
あ
る
か
ら
で
す
。 

 

新
し
い
漢
字
よ
り
も
反
復
が
大
切 

 

学
校
で
は
、
熱
心
な
先
生
で
も
、
覚
え
る
ま
で
は
反
復
し
て
熱
心
に
教
え
ま
す
が
、
覚
え
て
し
ま
っ
た
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ら
そ
れ
で
完
了
と
ば
か
り
、そ
れ
以
上
に
は
反
復
練
習
す
る
こ
と
を
し
ま
せ
ん
。勿
論
、覚
え
な
い
の
は
、

覚
え
な
い
子
供
が
悪
い
の
だ
。
こ
ち
ら
は
、
覚
え
よ
う
が
覚
え
ま
い
が
、
教
え
る
だ
け
で
責
任
は
果
た
し

た
こ
と
に
な
る
の
だ
、
と
い
う
先
生
も
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
論
外
で
す
。 

し
か
し
、
言
葉
や
文
字
の
学
習
は
、
こ
れ
を
覚
え
る
ま
で
の
反
復
練
習
よ
り
も
、
覚
え
て
か
ら
の
反
復

練
習
の
方
が
重
要
な
の
で
す
。
そ
も
そ
も
、
言
葉
や
文
字
の
学
習
は
、
そ
れ
を
覚
え
る
こ
と
よ
り
も
、
そ

れ
を
使
う
こ
と
に
意
味
が
あ
る
の
で
す
か
ら
、
覚
え
る
た
め
の
練
習
よ
り
も
、
使
う
こ
と
の
練
習
（
覚
え

て
か
ら
後
の
練
習
）
の
方
が
多
く
な
く
て
は
お
か
し
い
こ
と
で
す
。 

と
こ
ろ
が
、
親
で
も
教
師
で
も
、
覚
え
る
ま
で
の
学
習
に
は
熱
心
で
も
、
覚
え
て
か
ら
の
学
習
に
は
極

め
て
冷
淡
で
す
。
余
計
な
こ
と
と
ば
か
り
、
子
供
が
熱
心
に
練
習
し
て
い
ま
し
て
も
、
こ
れ
を
賞
め
る
ど

こ
ろ
か
、「
も
う
い
い
加
減
に
し
な
さ
い
」
と
、
ブ
レ
ー
キ
を
掛
け
る
親
や
教
師
が
多
い
よ
う
で
す
。 

言
葉
や
文
字
と
い
う
も
の
は
、「
考
え
て
正
し
く
使
う
」
と
い
う
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
ひ
と
り
で 

          に
正
し
く
使
え
る
」
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
は
、
い
く
ら
反
復
練
習
し
て
も
、
繰
り
返

し
過
ぎ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
す
。 

幸
い
、
幼
児
と
い
う
も
の
は
、
〝
反
復
〟
が
好
き
で
好
き
で
た
ま
ら
な
い
よ
う
に
出
来
て
い
ま
す
。
だ



石井式漢字教育革命 第二章 幼児の漢字教育はこうしてやる 

- 41 - 

か
ら
ど
ん
な
言
葉
で
も
完
全
に
身
に
つ
け
る
こ
と
に
成
功
で
き
る
の
で
す
。
大
人
で
外
国
語
の
学
習
に
成

功
し
に
く
い
の
は
、
こ
の
反
復
が
苦
手
だ
か
ら
で
す
。
だ
か
ら
、
〝
よ
く
考
え
な
い
と
話
せ
な
い
〟
程
度

の
語
学
力
し
か
身
に
つ
か
な
い
の
で
す
。 

野
球
で
も
、
走
る
こ
と
、
投
げ
る
こ
と
、
バ
ッ
ト
を
振
る
こ
と
は
、
ど
ん
な
大
選
手
に
な
っ
て
も
決
し

て
怠
り
ま
せ
ん
。
い
や
、
そ
う
い
う
基
本
的
な
こ
と
を
飽
き
ず
に
反
復
練
習
で
き
る
人
が
、
大
選
手
に
な

れ
る
資
格
が
あ
る
の
だ
、
と
言
う
べ
き
で
し
ょ
う
。 

 

一
日
一
字
を
ど
の
よ
う
に
与
え
る
か 

 

俗
に
〝
三
日
坊
主
〟
と
い
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
熱
し
や
す
く
冷
め
や
す
い
の
は
日
本
人
の
通
性
ら
し

く
、
大
層
熱
心
の
よ
う
だ
と
思
え
る
人
で
も
、
し
ば
ら
く
す
る
と
全
く
打
っ
て
変
わ
っ
た
よ
う
に
冷
淡
に 

  

な
っ
て
い
て
、
よ
く
が
っ
か
り
さ
せ
ら
れ
ま
す
。 

〝
石
の
上
に
も
三
年
〟…

…

何
事
も
最
低
こ
れ
だ

け
の
努
力
が
欲
し
い
と
前
に
申
し
ま
し
た
の
も
、
私

は
今
ま
で
た
び
た
び
が
っ
か
り
さ
せ
ら
れ
て
来
た

か
ら
で
す
。
そ
れ
で
、
今
で
は
、
ど
ん
な
に
有
効
な

方
法
で
も
、
実
行
に
困
難
な
も
の
は
紹
介
し
な
い
こ

と
に
し
て
い
ま
す
。
少
々
効
果
は
劣
っ
て
い
て
も
、

実
行
し
や
す
く
、
長
続
き
の
出
来
る
こ
と
が
良
い
方

法
だ
と
思
う
の
で
す
。 

さ
て
、
そ
の
具
体
的
な
方
法
に
つ
い
て
述
べ
ま
し

ょ
う
。
毎
食
事
の
前
後
に
、
漢
字
カ
ー
ド
を
子
供
に
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見
せ
て
、
こ
れ
を
読
ん
で
や
る
の
で
す
。
見
せ
る
時
間
は
、
毎
回
約
十
秒
間
で
十
分
で
す
。
五
秒
間
で
は

少
な
過
ぎ
ま
す
が
、
十
五
秒
間
で
は
多
過
ぎ
ま
す
。
過
ぎ
た
る
は
及
ば
ざ
る
が
如
し
、
少
な
過
ぎ
て
も
い

け
ま
せ
ん
。
五
秒
以
上
十
五
秒
以
内
な
ら
結
構
で
す
。 

初
め
は
、
子
供
の
喜
び
そ
う
な
内
容
を
持
っ
た
漢
字
が
よ
ろ
し
い
。
た
と
え
ば
猫
の
好
き
な
子
に
は

〝
猫
〟
を
、「
こ
れ
は
坊
や
の
好
き
な
猫
と
い
う
字
よ
。
ね
こ
、
ね
こ
」 

と
言
っ
て
教
え
て
や
り
ま
す
。
普
通
の
速
さ
で
、
少
し
大
き
め
の
声
で
、
口
を
大
き
く
開
い
て
、
は
っ

き
り
し
た
発
音
で
、
二
、
三
回
繰
り
返
し
て
読
ん
で
聞
か
せ
ま
す
。 

一
日
三
回
、
食
事
の
前
後
に
や
り
ま
す
と
、
毎
回
漢
字
を
見
せ
て
読
ん
で
や
る
の
が
十
秒
間
と
し
て
前

後
で
二
十
秒
そ
れ
が
朝
、昼
、夕
食
事
で
六
十
秒
の
学
習
で
済
み
ま
す
。ご
れ
が
第
一
日
目
の
学
習
で
す
。

こ
れ
な
ら
、
だ
れ
で
も
「
忙
し
く
て
出
来
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
思
い
ま
す
。 

い
つ
で
も
、
必
ず
幼
児
に
漢
字
カ
ー
ド
を
よ
く
見
さ
せ
て
、
そ
の
上
で
読
ん
で
や
っ
て
下
さ
い
。
幼
児 

  に
関
心
を
向
け
さ
せ
る
配
慮
が
必
要
で
す
。
幸
い
、
幼
児
は
好
奇
心
が
旺
盛
で
す
か
ら
、
幼
児
の
好
き
な

物
を
表
わ
し
た
漢
字
な
ら
、
必
ず
関
心
を
持
っ
て
こ
れ
を
見
、
覚
え
ま
す
。 

六
回
に
至
ら
な
い
う
ち
に
覚
え
て
こ
れ
を
読
ん
で
も
、
必
ず
六
回
繰
り
返
し
て
読
ん
で
や
ら
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。 

 

第
二
日
目
は…

…
…

 

 

さ
て
、第
二
日
日
は
、昨
日
読
ん
で
や
っ
た
漢
字
カ
ー
ド
を
見
せ
て
、「
こ
れ
は
何
と
い
う
カ
ー
ド
？ 

読

ん
で
頂
戴
」
と
言
い
ま
す
。
す
る
と
、
百
人
に
一
人
く
ら
い
読
め
な
い
子
も
あ
り
ま
す
が
、
た
い
て
い
は
、

一
日
三
回
の
反
復
練
習
で
そ
の
漢
字
を
覚
え
て
し
ま
い
、「
ね
こ
」
と
読
み
ま
す
。 

読
め
た
ら
、「
よ
く
読
め
た
わ
ね
。
で
は
、
今
日
は
、
坊
や
の
大
好
き
な
〝
苺
〟
と
い
う
字
を
教
え
て
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あ
げ
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
は
〝
い
ち
ご
〟
と
い
う
字
。
い
ち
ご
。
坊
や
も
読
ん
で
ご
ら
ん
な
さ
い
。
は
い
、

い
ち
ご
」
と
、
第
一
日
の
や
り
方
と
全
く
同
じ
要
領
で
や
り
ま
す
。 

第
一
日
と
違
う
の
は
、
第
一
日
の
漢
字
を
先
に
見
せ
て
「
こ
れ
、
何
と
い
う
漢
字
？
」
と
言
っ
て
訊
ね

る
こ
と
が
加
わ
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
も
、「
第
一
回
目
に
読
め
た
か
ら
、
第
二
回
以
下
省
略
」
は
い
け
ま

せ
ん
。
読
め
た
か
ら
、
読
ん
で
も
ら
う
の
で
す
。
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
字
を
読
ま
せ
る
こ
と
が
大
切
な

の
で
す
。 

で
は
、
百
人
に
一
人
の
読
め
な
い
子
だ
っ
た
ら
、
ど
う
す
る
か
、
で
す
。「
き
の
う
、
六
回
も
教
え
て

や
っ
た
わ
よ
」
な
ど
と
言
っ
て
、
子
供
を
責
め
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
は
、
初
め
て
教
え
る
よ
う

な
顔
を
し
て
、「
こ
れ
は
坊
や
の
大
好
き
な
〝
猫
〟
と
い
う
字
よ
。で
は
一
緒
に
読
ん
で
み
ま
し
ょ
う
ね
。

は
い
、
〝
ね
こ
〟
」
と
、
や
さ
し
く
教
え
て
や
る
こ
と
で
す
。 

決
し
て
、
よ
そ
の
子
供
と
比
較
し
て
、
子
供
を
責
め
た
り
、
あ
せ
っ
て
子
供
に
押
し
込
む
よ
う
に
圧
力 

  を
加
え
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
大
器
晩
成
型
の
頼
も
し
い
子
供
に
、
一
週
間
く
ら
い
少
し
も
覚
え

そ
う
に
も
な
い
子
供
が
い
ま
す
。 

こ
う
い
う
子
供
は
、
軌
道
に
乗
れ
ば
し
め
た
も
の
で
す
が
、
そ
れ
ま
で
は
骨
が
折
れ
ま
す
。
そ
の
代
わ

り
、
そ
う
い
う
子
供
の
方
が
成
功
の
喜
び
も
大
き
い
の
で
す
か
ら
、
あ
せ
ら
ず
、
じ
っ
く
り
と
落
ち
着
い

て
教
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。 

第
一
回
目
の
質
問
で
読
め
な
か
っ
た
子
に
は
、
第
二
回
以
降
「
こ
れ
な
あ
に
？
」
と
い
う
質
問
は
や
め

て
、「
こ
れ
ば
〝
ね
こ
〟
と
い
う
字
よ
」
と
第
一
日
と
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
し
て
や
っ
て
下
さ
い
。 

 

第
三
日
目
は…

…
…

 

 

さ
て
、
第
三
日
目
で
す
。
ま
ず
第
一
日
の
漢
字
を
見
せ
て
「
こ
れ
は
何
と
い
う
漢
字
？
」
と
言
っ
て
質
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問
し
ま
す
。
答
え
た
ら
、「
よ
く
読
め
た
わ
ね
え
。
で
は
こ
れ
は
何
と
い
う
字
で
し
ょ
う
？
」
と
言
っ
て

第
二
日
日
の
漢
字
を
見
せ
て
読
ま
せ
ま
す
。 

そ
れ
も
正
し
く
読
め
た
ら
、「
こ
の
字
も
よ
く
覚
え
た
わ
ね
え
。
で
は
、
今
日
は
〝
花
〟
と
い
う
字
を

教
え
て
あ
げ
ま
し
ょ
う
。
こ
の
〝
花
〟
は
、
顔
に
あ
る
鼻
で
は
な
く
て
、
チ
ュ
ー
リ
ッ
プ
の
花
の
〝
花
〟

と
い
う
字
よ
」
と
言
っ
て
、
第
三
日
目
の
漢
字
を
教
え
て
や
り
ま
す
。 

こ
の
形
を
、
や
は
り
一
日
に
六
回
繰
り
返
し
て
や
り
ま
す
。「
こ
れ
な
あ
に
？ 

よ
く
読
め
た
わ
ね
。
で

は
こ
れ
な
あ
に
？ 

こ
れ
も
読
め
た
わ
ね
。
で
は
、
今
日
の
新
し
い
漢
字
」
と
い
う
形
を
六
回
繰
り
返
し

て
や
る
の
で
す
。 

も
し
、
第
二
日
目
の
漢
字
が
読
め
な
か
っ
た
ら
、
第
三
日
目
は
、
第
二
日
目
に
や
っ
た
こ
と
と
、
全
く

同
じ
こ
と
を
も
う
一
度
繰
り
返
し
て
や
る
の
で
す
。
一
日
遅
れ
た
か
ら
と
言
っ
て
、
あ
せ
っ
て
は
い
け
ま

せ
ん
。
初
め
の
二
か
月
、
と
り
わ
け
そ
の
初
め
の
一
週
間
が
大
切
で
す
。
こ
こ
で
あ
せ
っ
て
は
、
子
供
が 

             



石井式漢字教育革命 第二章 幼児の漢字教育はこうしてやる 

- 45 - 

漢
字
を
き
ら
う
よ
う
に
な
り
ま
す
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
遅
れ
は
一
週
間
や
一
月
で
は
お
さ
ま
ら
な
く
な
り

ま
す
。 

だ
か
ら
、
読
め
な
く
て
も
、
お
母
さ
ん
は
に
っ
こ
り
と
笑
っ
て
、
初
め
て
教
え
る
よ
う
な
態
度
で
、
や

さ
し
く
教
え
て
や
る
心
掛
け
が
必
要
で
す
。 

最
初
の
一
週
間
を
、
あ
せ
ら
ず
落
ち
着
い
て
や
れ
た
ら
、
子
供
の
方
も
よ
く
飲
み
込
め
て
、
あ
と
は
調

子
よ
く
覚
え
る
よ
う
に
な
る
も
の
で
す
。
む
し
ろ
、
初
め
飲
み
込
み
の
悪
い
子
の
方
が
、
い
っ
た
ん
軌
道

に
乗
る
と
初
め
飲
み
込
み
の
良
い
子
よ
り
も
、
う
ま
く
進
む
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。 

だ
か
ら
、
初
め
飲
み
込
み
が
悪
い
と
言
っ
て
、
決
し
て
が
っ
か
り
し
て
は
い
け
ま
せ
ん
。
親
が
が
っ
か

り
し
た
ら
、
そ
れ
は
子
供
に
敏
感
に
影
響
し
ま
す
。
決
し
て
感
情
を
露
骨
に
表
わ
さ
ず
、
に
っ
こ
り
と
笑

っ
て
子
供
に
接
し
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

   

反
復
は
一
日
六
回
、
七
日
間 

 

さ
て
、
も
う
十
分
お
解
り
い
た
だ
け
た
と
思
い
ま
す
。
順
調
に
い
け
ば
、
一
日
ご
と
に
「
こ
れ
何
と
読

む
字
？
」
と
質
問
す
る
カ
ー
ド
が
一
枚
ず
つ
ふ
え
て
い
き
ま
す
。
だ
か
ら
、
第
八
日
目
に
は
、「
こ
れ
な

あ
に
？
」
と
訊
ね
る
カ
ー
ド
が
七
枚
に
な
り
ま
す
。
こ
の
質
問
す
る
カ
ー
ド
は
七
枚
ま
で
で
、
こ
れ
か
ら

後
は
、
新
し
い
カ
ー
ド
が
一
枚
ず
つ
ふ
え
て
い
き
ま
す
が
、
同
時
に
一
枚
ず
つ
減
ら
し
て
い
き
ま
す
か
ら
、

こ
の
八
日
目
以
降
は
「
毎
日
七
枚
ず
つ
質
問
し
て
、
新
し
く
一
枚
教
え
る
」
と
い
う
決
ま
っ
た
形
に
な
り

ま
す
。 

つ
ま
り
、
一
日
を
覚
え
る
た
め
の
学
習
に
使
い
、
覚
え
た
ら
、
そ
れ
に
続
く
七
日
間
を
読
む
た
め
の
学

習
に
使
う
、
と
い
う
わ
け
で
す
。
読
め
る
よ
う
に
な
っ
た
漢
字
を
、
毎
日
六
回
ず
つ
読
み
、
そ
れ
を
一
週

間
続
け
た
ら
、
そ
の
漢
字
は
一
応
〝
卒
業
〟
と
い
う
わ
け
で
す
。 
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一
日
六
回
、
そ
れ
を
一
週
間
す
る
こ
と
は
、
四
十
二
回
繰
り
返
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
だ
け
繰

り
返
せ
ば
、
そ
の
記
憶
は
か
な
り
継
続
し
ま
す
。
う
ま
く
す
れ
ば
一
生
の
も
の
に
な
り
ま
す
。
一
生
の
も

の
に
な
ら
な
く
っ
て
も
一
年
、
二
年
、
い
や
数
か
月
の
間
に
ど
こ
か
で
目
に
触
れ
、
読
む
機
会
が
き
っ
と

あ
る
は
ず
で
す
。 

そ
う
す
れ
ば
、
そ
れ
が
記
憶
を
さ
ら
に
強
め
る
こ
と
に
な
り
、
一
年
の
も
の
な
ら
二
年
に
、
二
年
の
も

の
な
ら
三
年
に
、
と
い
う
よ
う
に
記
憶
が
継
続
さ
れ
ま
す
。 

そ
う
い
う
漢
字
の
記
憶
の
累
積
が
、
三
年
間
に
は
一
千
字
に
な
り
ま
す
。
小
学
校
就
学
の
三
年
前
、
三

歳
の
時
か
ら
こ
の
学
習
を
始
め
れ
ば
、
一
年
生
に
入
学
す
る
ま
で
に
一
千
字
。
こ
の
数
字
は
、
今
の
小
学

校
で
六
年
間
に
学
習
す
る
漢
字
の
数
を
上
回
り
ま
す
。
そ
の
一
千
字
を
身
に
つ
け
て
小
学
校
に
入
学
す
れ

ば
、
小
学
生
程
度
の
本
な
ら
、
ど
ん
ど
ん
読
み
こ
な
し
て
身
に
つ
け
る
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

書
物
ほ
ど
人
間
の
好
奇
心
を
満
し
て
く
れ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
書
物
が
読
ま
れ
な
い
の
は
、 

  読
む
力
、
漢
字
力
が
弱
い
か
ら
で
す
。
親
と
し
て
、
こ
の
漢
字
力
を
つ
け
て
や
る
仕
事
に
励
ん
で
い
た
だ

き
た
い
と
強
く
希
望
す
る
も
の
で
す
。 

 

幼
児
の
喜
び
そ
う
な
漢
字
か
ら 

 

幼
児
に
与
え
る
漢
字
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
選
ん
だ
ら
よ
い
か
、
と
言
い
ま
す
と
、
一
口
に
言
え
ば
、

幼
児
が
喜
び
そ
う
な
内
容
を
持
っ
た
漢
字
が
選
択
の
基
準
で
す
。そ
う
い
う
漢
字
が
、
幼
児
に
と
っ
て
は
、

最
も
覚
え
や
す
い
の
で
す
。 

記
憶
の
原
理
は
、
一
に
〝
関
心
〟
二
に
♯
〝
反
復
〟
で
す
。「
心
こ
こ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
見
れ
ど
も
見

え
ず
、
聞
け
ど
も
聞
こ
え
ず
」
で
す
。
関
心
の
な
い
こ
と
は
、
幼
児
は
ど
ん
な
に
熱
心
に
教
え
て
や
っ
て

も
決
し
て
覚
え
ま
せ
ん
。 
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幼
児
期
は
記
憶
力
の
最
も
旺
盛
な
時
だ
と
、
最
近
の
大
脳
生
理
学
者
は
説
い
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
幼

児
は
関
心
を
も
っ
て
聞
い
た
こ
と
は
、
覚
え
よ
う
と
い
う
意
志
も
努
力
も
な
し
に
こ
れ
を
覚
え
て
し
ま
い

ま
す
。
だ
か
ら
、
幼
児
の
関
心
の
強
い
内
容
を
表
わ
し
た
漢
字
が
最
も
覚
え
や
す
い
の
で
す
。
そ
う
い
う

や
さ
し
く
覚
え
ら
れ
る
漢
字
か
ら
教
え
て
い
く
の
が
、
最
も
効
果
的
な
手
順
と
い
う
こ
と
が
出
来
ま
す
。 

十
数
年
前
の
実
験
で
、
〝
一
〟
“
〝
二
〟
と
い
う
最
も
覚
え
や
す
い
と
思
わ
れ
る
漢
字
を
覚
え
る
の
に

三
か
月
も
か
か
っ
た
能
力
の
低
い
子
供
が
、
容
易
に
〝
雪
〟
や
〝
雲
〟
を
覚
え
た
の
に
驚
き
ま
し
た
が
、

興
味
の
な
い
数
字
は
、
ど
ん
な
に
や
さ
し
く
見
え
て
も
覚
え
ず
、
興
味
あ
る
〝
雪
〟
や
〝
雲
〟
は
、
自
然

に
記
憶
に
と
ど
ま
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
よ
く
証
明
し
て
い
ま
す
。 

字
画
の
簡
単
な
漢
字
は
、
一
般
に
覚
え
や
す
い
、
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
〝
一
〟
や
〝
二
〟
が
覚
え

ら
れ
な
い
と
い
う
例
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
陥
り
や
す
い
誤
っ
た
推
察
で
す
。
む
し
ろ
、
複
雑
な
字
形

の
漢
字
の
方
が
、
記
憶
の
手
が
か
り
が
多
く
て
、
記
憶
に
残
り
や
す
い
利
点
が
あ
る
よ
う
で
す
。
複
雑
な 
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顔
の
人
の
方
が
記
憶
に
残
る
の
と
同
じ
理
屈
だ
と
思
い
ま
す
。 

と
も
あ
れ
、
字
画
の
多
少
な
ど
に
関
係
な
く
、
幼
児
に
と
っ
て
興
味
を
示
し
そ
う
な
内
容
を
も
っ
た
漢

字
を
選
ん
で
、
そ
う
い
う
漢
字
か
ら
教
え
て
い
け
ば
、
幼
児
は
喜
ん
で
漢
字
を
覚
え
、
漢
字
を
覚
え
る
能

力
も
自
然
と
発
達
す
る
も
の
で
す
。 

 

と
は
言
う
も
の
の
、
程
度
問
題 

 

漢
字
の
選
び
方
は
、
原
則
的
に
言
え
ば
、
幼
児
の
喜
び
そ
う
な
漢
字
で
す
が
、
余
り
に
こ
れ
に
と
ら
わ

れ
る
こ
と
も
い
け
ま
せ
ん
。「
易
か
ら
難
へ
」
と
い
う
の
は
、
学
習
の
初
期
に
お
い
て
は
確
か
に
重
要
だ

と
思
い
ま
す
が
、
い
つ
ま
で
も
そ
れ
で
は
、
難
を
乗
り
越
え
て
進
む
強
い
人
間
に
な
れ
ま
せ
ん
。 

余
り
消
化
の
良
い
物
ば
か
り
食
べ
て
い
た
の
で
は
、
ち
ょ
っ
と
不
消
化
な
物
を
食
べ
た
り
、
食
べ
過
ぎ 

  し
て
も
病
気
に
な
り
や
す
い
虚
弱
体
質
を
作
る
恐
れ
が
あ
る
よ
う
に
、
余
り
に
用
意
さ
れ
た
教
材
ば
か
り

で
学
習
し
て
い
る
と
、
ち
ょ
っ
と
し
た
難
問
に
は
す
ぐ
に
手
を
上
げ
て
し
ま
う
、
頭
の
弱
い
人
間
に
な
る

恐
れ
が
あ
る
か
ら
で
す
。 

そ
の
意
味
で
は
、
こ
の
漢
字
は
む
ず
か
し
過
ぎ
な
い
か
、
あ
れ
も
こ
れ
も
む
ず
か
し
過
ぎ
な
い
か
、
と

考
え
な
い
で
、
少
々
が
む
し
ゃ
ら
に
選
ん
で
、
ど
し
ど
し
教
え
た
方
が
、
強
い
人
間
を
作
る
こ
と
に
な
る

の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
ま
す
。 

た
だ
、
最
初
か
ら
不
消
化
な
物
を
食
べ
さ
せ
て
は
い
け
な
い
と
思
い
ま
す
。あ
る
程
度
ま
で
進
ん
だ
ら
、

余
り
神
経
質
に
な
ら
な
い
こ
と
で
す
。 

そ
れ
と
も
う
一
つ
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、「
漢
字
を
教
え
よ
う
」
と
い
う
気
持
を
露
骨
に
表
わ
さ
な
い

こ
と
で
す
。 

「
食
べ
物
は
腹
八
分
目
」
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
何
事
で
も
そ
の
気
持
が
大
切
だ
と
思
い
ま
す
。
親
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で
も
教
師
で
も
子
供
を
良
く
し
た

い
余
り
に
教
え
過
ぎ
る
き
ら
い
が

あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
逆
効
果
を

招
い
て
、
知
識
欲
の
乏
し
い
子
供

を
作
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。 

幼
児
は
、
元
来
、
好
奇
心
が
旺

盛
で
放
っ
て
お
い
て
も
、
あ
れ
も

知
り
た
い
こ
れ
も
知
り
た
い
、
と

思
う
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
好
き

な
絵
本
に
漢
字
カ
ー
ド
が
貼
ら
れ

て
い
れ
ば
、
子
供
の
方
か
ら
、「
こ 

  れ
な
あ
に
？
」
と
尋
ね
て
来
る
も
の
で
す
。 

質
問
を
待
っ
て
教
え
て
や
れ
ば
、
子
供
は
満
足
す
る
し
、
一
度
教
わ
っ
た
だ
け
で
決
し
て
忘
れ
ま
せ
ん

が
、
子
供
が
望
ま
な
い
の
に
教
え
て
や
っ
た
の
で
は
、
覚
え
な
い
し
、
万
事
受
け
身
の
消
極
的
な
子
供
に

な
る
恐
れ
が
あ
り
ま
す
。 

 

書
く
こ
と
は
急
が
な
い
こ
と 

 

今
の
教
育
は
（
明
治
以
来
）
読
み
書
き
同
時
教
育
で
す
。
し
か
し
、
私
の
実
験
で
、
読
み
先
習
、
書
き

は
急
が
な
い
方
が
、
わ
ず
か
の
時
間
で
早
く
正
し
く
書
け
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
証
明
し
ま
し
た
。 

漢
字
が
読
め
て
、
意
味
も
よ
く
解
り
、
そ
の
字
を
読
む
機
会
を
重
ね
て
い
ま
す
と
、
自
然
に
そ
の
字
形

が
頭
の
中
に
正
確
に
形
作
ら
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
な
っ
て
か
ら
書
く
練
習
を
し
ま
す
と
、
今
ま
で
の
練
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習
時
間
の
三
分
の
一
、
四
分
の
一
の
時
間
で
も
、
今
ま
で
よ
り
も
正
し
く
美
し
く
書
け
る
よ
う
に
な
り
ま

す
。 だ

か
ら
字
形
が
頭
の
中
に
形
作
ら
れ
て
い
く
ま
で
、
急
が
ず
待
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
頭
の
中
に
な
い

も
の
を
書
く
の
で
は
、
一
点
一
画
に
も
手
本
と
引
き
比
べ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
書
い
た
も
の
も
不
正
確
で

醜
い
も
の
に
な
る
わ
け
で
す
。 

読
み
書
き
同
時
学
習
で
は
、
練
習
効
果
が
上
が
ら
ず
、
練
習
が
苦
痛
な
も
の
に
な
る
の
が
当
然
で
す
。

そ
れ
に
反
し
て
、
読
み
の
学
習
を
十
分
に
し
て
、
字
形
の
認
識
が
進
ん
だ
上
で
書
く
練
習
を
す
れ
ば
、
わ

ず
か
の
時
間
で
書
く
技
能
が
向
上
し
ま
す
の
で
、
書
く
学
習
も
楽
し
く
、
い
よ
い
よ
能
率
が
向
上
す
る
わ

け
で
す
。 

だ
か
ら
、
小
学
校
に
入
学
す
る
ま
で
は
、
書
く
練
習
を
期
待
し
な
い
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。
幼
児
に

漢
字
が
書
け
て
も
、
そ
れ
を
書
く
こ
と
に
価
値
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
ま
せ
ん
。
そ
れ
よ
り
も
、
読
む
こ 

  と
こ
そ
、
ど
ん
な
に
多
く
読
ん
で
も
読
み
過
ぎ
る
こ
と
が
な
い
、
と
言
っ
て
も
よ
い
ほ
ど
価
値
の
高
い
こ

と
な
の
で
す
か
ら
、
読
む
機
会
を
多
く
与
え
る
努
力
を
す
べ
き
で
す
。 

漢
字
力
が
理
科
や
社
会
科
に
も
関
係
す
る
、
と
い
う
の
は
、
漢
字
を
読
む
力
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
書
く

力
の
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

と
こ
ろ
が
、
ど
う
し
た
こ
と
か
、
何
よ
り
も
重
要
な
〝
漢
字
を
読
む
〟
学
習
を
重
視
し
な
い
で
、
〝
漢

字
を
書
く
〟
学
習
に
、
親
も
教
師
も
力
を
入
れ
て
い
ま
す
。
ど
う
も
、
本
末
を
順
倒
し
て
い
る
と
し
か
言

い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

漢
字
カ
ル
タ 

 

漢
字
を
あ
る
程
度
（
百
字
く
ら
い
）
覚
え
た
ら
、
漢
字
を
一
宇
ず
つ
覚
え
る
や
り
方
に
加
え
て
（
も
し
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く
は
そ
れ
に
換
え
て
も
よ
い
）
カ
ル
タ
遊
び
の
中
で
漢
字
を
覚
え
さ
せ
て
い
く
の
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。 

浅
い
川
も
深
く
渡
れ 

 
 

 

浅 

深 

烏
と
獣
は
共
に
暮
ら
せ
ず 

 

鳥 

獣 

雨
だ
れ
石
を
剪
つ 

 
 

 
 

雨 

石 

口
が
動
け
ば
手
が
休
む 

  

口 

手 

花
多
き
は
実
少
な
し 

 
 

 
花 

実 

七
転
び
八
起
き 

 
 

 
 

 

七 
八 

負
け
る
が
勝
ち 

 
 

 
 

 

負 

勝 

高
い
木
は
風
に
折
ら
れ
る 

 

高 

風 

右
は
、
私
が
監
修
し
て
刊
行
し
た
、
漢
字
カ
ル
タ
の
一
例
で
す
が
、
絵
札
は
、
文
に
ふ
さ
わ
し
い
絵
と

共
に
そ
の
文
の
重
要
な
言
葉
、
し
か
も
対
に
な
る
二
つ
の
漢
字
を
入
れ
ま
し
た
。 
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絵
札
は
す
べ
て
ク
リ
ち
ゃ
ん
が
主
人
公
に
な
っ
て
い
て
、
根
本
進
先
生
に
全
部
、
文
に
合
わ
せ
、
か
わ

い
い
ク
リ
ち
ゃ
ん
を
主
人
公
に
描
い
て
頂
き
ま
し
た
。
ま
た
、
読
み
礼
は
、
活
字
に
せ
ず
、
望
月
美
佐
先

生
に
書
い
て
頂
い
た
も
の
を
縮
写
し
ま
し
た
。 

幼
児
に
与
え
る
も
の
は
、
出
来
る
限
り
、
最
高
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
一
般
に
市
販
さ
れ

て
い
る
カ
ル
タ
な
ど
の
中
に
は
粗
悪
な
物
も
多
く
、
幼
児
の
心
を
養
う
ど
こ
ろ
か
汚
さ
れ
て
し
ま
い
そ
う

で
す
。
そ
こ
で
、
根
本
、
望
月
両
先
生
に
お
願
い
し
て
、
芸
術
性
の
高
い
作
品
を
刊
行
さ
せ
ま
し
た
。 

幼
児
た
ち
は
喜
ん
で
カ
ル
タ
遊
び
を
し
ま
す
。
そ
の
間
に
、
い
つ
と
も
な
く
絵
札
と
漢
字
を
覚
え
て
し

ま
い
ま
す
。
す
る
と
、
子
供
た
ち
は
、
絵
札
よ
り
も
、
字
札
を
ま
い
て
字
札
を
拾
い
た
が
る
よ
う
に
な
り

ま
す
。 

今
、
私
の
幼
児
教
室
で
は
、
幼
児
が
楽
し
ん
で
、
字
札
を
拾
う
カ
ル
タ
遊
び
を
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い

う
遊
び
の
中
で
、
自
然
と
、
文
章
を
速
く
読
み
取
る
訓
練
が
出
来
る
よ
う
で
す
。 

  

た
だ
、
一
字
一
字
に
つ
い
て
の
認
識
は
、
こ
う
い
う
カ
ル
タ
遊
び
か
ら
は
高
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
そ

の
中
の
一
字
一
字
を
、
別
に
漢
字
カ
ー
ド
に
し
て
学
習
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

本
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
こ
と 

 

「
漫
画
や
テ
レ
ビ
に
ば
か
り
夢
中
に
な
っ
て
、
た
め
に
な
る
本
は
少
し
も
読
も
う
と
し
な
い
」
と
い
う

お
母
さ
ん
の
声
を
よ
く
聞
き
ま
す
。
し
か
し
、
幼
児
か
ら
漢
字
に
親
し
ん
だ
子
供
た
ち
は
、
そ
の
反
対
で

す
。
漫
画
や
テ
レ
ビ
よ
り
も
、
た
め
に
な
る
本
を
よ
く
読
み
ま
す
。
漫
画
や
テ
レ
ビ
に
見
向
き
も
し
な
い

子
供
さ
え
い
ま
す
。 

も
と
も
と
書
物
と
い
う
も
の
は
、
好
奇
心
を
満
た
す
に
十
分
な
楽
し
い
内
容
を
持
っ
て
い
る
も
の
で
す
。

そ
れ
を
読
ま
な
い
の
は
、
①
書
物
の
お
も
し
ろ
さ
を
知
ら
な
い
、
の
か
②
知
っ
て
は
い
る
が
、
読
む
力
が
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な
い
（
漢
字
の
力
が
な
い
）
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
す
。 

①
の
場
合
は
、
親
が
本
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
毎
日
、
本
を
読
ん
で
や
る
の
で
す
。

子
供
は
飽
き
る
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
か
ら
、
同
じ
本
を
繰
り
返
し
繰
り
返
し
読
ん
で
や
る
こ
と
で
す
。 

そ
の
本
は
、
か
な
書
き
の
本
で
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
読
ん
で
や
る
の
に
骨
が
折
れ
る
か
ら

で
す
。
注
意
し
て
い
て
も
〝
お
ば
さ
ん
〟
と
〝
お
ば
あ
さ
ん
〟
と
を
読
み
違
え
ま
す
。
こ
れ
で
は
読
み
手

も
疲
れ
る
し
聞
き
手
も
興
ざ
め
で
す
。
漢
字
の
多
い
文
章
は
、
余
裕
を
も
っ
て
読
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。

子
供
の
表
情
を
覗
き
な
が
ら
読
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。
だ
か
ら
、
幼
児
に
読
ん
で
聞
か
せ
る
本
は
、
漢
字

の
多
い
本
を
選
ん
で
下
さ
い
。 

幼
児
は
、
毎
日
、
毎
晩
、
聞
い
て
い
ま
す
と
、
す
っ
か
り
覚
え
て
し
ま
い
、
ち
ょ
っ
と
読
み
違
え
た
り
、

飛
ば
し
た
り
し
ま
す
と
、
す
ぐ
に
「
違
う
」
と
言
っ
て
訂
正
し
ま
す
。
そ
う
な
り
ま
す
と
、
自
分
で
も
大

人
の
真
似
を
し
て
読
ん
で
み
た
く
な
り
ま
す
。 

  

そ
の
時
、
漢
字
の
方
が
幼
児
に
も
読
み
や
す
い
の
で
、
読
書
好
き
の
子
供
に
な
る
の
で
す
。
私
の
観
察

に
よ
り
ま
す
と
、
こ
の
時
、
か
な
ば
か
り
の
本
だ
と
幼
児
に
は
読
み
に
く
く
て
、
自
分
で
読
も
う
と
す
る

気
持
が
弱
ま
り
、
い
つ
ま
で
も
親
に
読
ん
で
も
ら
い
た
が
る
よ
う
で
す
。
だ
か
ら
、
出
来
る
限
り
漢
字
の

多
い
本
を
選
ぶ
こ
と
が
大
切
で
す
。 

 

連
想
式
漢
字
記
憶
術 

 

②
の
場
合
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
漢
字
力
の
強
い
子
に
す
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
す
。
今
の
小
、
中

学
生
は
勿
論
、
高
校
生
、
大
学
生
で
も
、
漢
字
力
が
弱
い
た
め
、
読
書
が
苦
痛
で
、
読
書
を
楽
し
む
者
が

大
変
少
な
い
よ
う
で
す
。 

前
に
も
述
べ
ま
し
た
が
、
東
大
新
聞
で
、「
東
大
生
に
最
も
多
く
読
ま
れ
て
い
る
雑
誌
は
、
少
年
マ
ガ
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ジ
ン
と
少
年
サ
ン
デ
ー
で
あ
る
」
と
発
表
さ
れ
て
い
た
の
を
見
て
、
私
は
驚
き
ま
し
た
。
結
局
、
今
の
大

学
生
は
、
漢
字
に
弱
く
、
そ
の
た
め
活
字
を
読
む
の
が
苦
痛
で
、
読
書
の
楽
し
み
を
味
わ
う
こ
と
が
出
来

な
い
で
い
る
の
だ
、
と
か
わ
い
そ
う
に
思
い
ま
し
た
。 

漢
字
力
を
養
う
の
は
、
幼
児
期
が
最
適
で
す
が
、
そ
の
時
期
を
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
者
は
ど
う
し
た
ら
よ

い
か
。
そ
れ
は
、
今
ま
で
の
よ
う
な
〝
機
械
的
記
憶
〟
い
わ
ゆ
る
丸
暗
記
に
頼
っ
て
い
た
の
で
は
い
け
ま

せ
ん
。 

漢
字
は
、
極
め
て
立
派
な
体
系
を
備
え
た
文
字
で
す
か
ら
、
科
学
的
に
論
理
的
に
学
習
し
な
け
れ
ば
、

記
憶
す
る
の
に
骨
が
折
れ
、
し
か
も
記
憶
が
浅
く
て
忘
れ
や
す
い
の
で
す
。 

自
画
自
讃
に
な
り
ま
す
が
、
〝
石
井
方
式
・
漢
字
の
覚
え
方
〟
（
学
燈
社
）
は
、
高
校
生
や
大
学
生
の

た
め
に
、
〝
連
想
式
漢
字
記
憶
術
〟
（
朝
日
ソ
ノ
ラ
マ
社
）
は
、
一
般
向
け
に
、
漢
字
を
楽
し
く
、
効
率

良
く
学
習
す
る
た
め
に
刊
行
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を
熟
読
し
て
下
さ
れ
ば
、
き
っ
と
飛
躍
的
に
漢
学
力 

  が
向
上
す
る
と
思
い
ま
す
。 

な
お
、
小
学
生
の
た
め
に
は
〝
漢
字
学
習
図
解
辞
典
〟
（
三
省
堂
）
を
お
奨
め
し
ま
す
。
従
来
の
辞
典

の
イ
メ
ー
ジ
を
完
全
に
破
っ
て
、
ど
こ
を
開
い
て
も
思
わ
ず
読
ん
で
見
た
く
な
る
よ
う
な
辞
典
で
す
。
し

か
も
、
そ
の
成
り
立
ち
が
、
子
供
に
も
な
る
ほ
ど
と
解
る
よ
う
に
一
宇
一
字
に
つ
い
て
す
べ
て
解
説
し
て

あ
り
ま
す
。
中
学
生
で
も
、
漢
字
力
の
弱
い
生
徒
諸
君
に
は
、
漫
画
の
代
わ
り
に
、
こ
の
辞
典
を
読
む
こ

と
を
お
奨
め
し
ま
す
。
楽
し
ん
で
読
め
て
、
漢
字
力
が
自
然
と
つ
く
こ
と
を
請
け
合
い
ま
す
。 

 

漢
字
教
育
の
教
材
に
つ
い
て 

 

幼
児
の
漢
字
教
育
が
始
ま
っ
て
、
今
年
で
十
年
に
な
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。
初
め
は
、
大
阪
の
数
か
所

の
幼
稚
園
で
始
め
ら
れ
た
教
育
が
、
非
難
に
も
め
げ
ず
、
隆
々
と
育
ち
、
今
は
北
海
道
か
ら
沖
繩
ま
で
、
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数
百
の
幼
稚
園
が
実
践
し
て
く
れ
る
ま
で
に
な
り
ま
し
た
。 

石
井
方
式
漢
字
教
育
は
、
従
来
の
漢
字
教
育
と
は
根
本
的
に
違
う
こ
と
を
、
世
間
の
人
々
は
な
か
な
か

理
解
し
て
く
れ
ま
せ
ん
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
茨

い
ば
ら

の
道
が
続
く
こ
と
を
覚
悟
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
真
理

は
必
ず
い
つ
か
す
べ
て
の
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
を
信
じ
て
い
ま
す
。 

真
理
か
ど
う
か
、
頭
の
中
で
考
え
て
い
た
だ
け
で
は
決
し
て
解
り
ま
せ
ん
。
実
践
し
て
み
て
下
さ
い
。

実
践
し
て
み
て
、
効
果
が
な
か
っ
た
ら
や
め
て
下
さ
い
。
非
難
し
て
下
さ
っ
て
も
よ
ろ
し
い
。
し
か
し
、

実
践
し
て
み
な
い
で
、
感
情
的
に
納
得
で
き
な
い
か
ら
と
い
う
の
で
非
難
す
る
の
は
や
め
て
頂
き
た
い
と

思
い
ま
す
。 

大
阪
の
登
竜
館
は
、
幼
児
の
漢
字
教
育
が
始
ま
っ
た
直
後
か
ら
、
幼
児
の
た
め
の
漢
字
の
絵
本
を
刊
行

し
て
、
こ
の
運
動
を
献
身
的
に
援
助
し
て
く
れ
ま
し
た
。
今
で
は
、
毎
月
、
初
級
用
（
三
歳
児
）、
中
級

用
（
四
歳
児
）、
上
級
用
（
五
歳
児
）
漢
字
の
絵
本
が
刊
行
さ
れ
、
こ
れ
が
教
育
実
践
幼
稚
園
の
テ
キ
ス 

  ト
ブ
ッ
ク
に
使
わ
れ
て
い
ま
す
。 

な
お
〝
俳
句
か
る
た
〟
〝
楽
し
い
漢
字
カ
ル
タ
〟
〝
漢
字
カ
ー
ド
〟
な
ど
、
楽
し
ん
で
漢
字
が
学
習
で

き
る
教
材
を
刊
行
し
て
お
り
、
ま
た
絶
え
ず
新
し
い
企
画
を
立
て
て
く
れ
て
く
れ
ま
す
。 

 

た
だ
、
こ
れ
ら
の
教
材
は
市
販
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、
御
希
望
の
場
合
は
左
記
に
お
問
合
わ
せ
下
さ

い
。 〒

五
四
三 

大
阪
市
天
王
寺
区
上
本
町
六
丁
目
三-

三
一-

一
三
〇
一 

株
式
会
社
登
竜
館 

電
話
○
六
（
七
七
三
）
三
九
三
一
～
二
番 

〒
一
五
〇 

東
京
都
渋
谷
区
恵
比
寿
南
二-

一
八-

六-

一
〇
一 

石
井
式
国
語
教
育
研
究
会 

電
話
〇
三
（
七
六
〇
）
三
四
二
〇
番 


