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「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ

お
く
り
」（
あ
ま
ん
き
み

こ
・
作
）
は
、
昭
和
六

十
一
年
（
一
九
八
六
）

版
か
ら
光
村
図
書
の
小

学
校
三
年
上
（
現
在
は

三
下
「
あ
お
ぞ
ら
」）
に

採
録
さ
れ
て
以
来
、
約

二
十
年
の
長
き
に
わ
た

り
教
科
書
に
掲
載
さ
れ

て
い
る
教
材
で
あ
る
。

こ
の
教
材
に
関
す
る
実

践
記
録
は
、「
視
点
を
変
え
て
読
む
」
と
い
う
筑
波
大
学
附
属
小
学

校
教
諭
の
白
石
範
孝
氏
の
も
の
（
注
１
）
を
は
じ
め
か
な
り
の
数

に
上
る
が
、
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
※
を
活
用
し
た
実
践
は
珍
し
い
。

こ
こ
に
ご
紹
介
す
る
の
は
、
静
岡
県
下し

も

田だ

市
立
下
田
小
学
校
の

黒
田
英え

津つ

子こ

教
諭
に
よ
る
「
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
コ
ー
ス
」
の
実
践
で

あ
る
。（
ち
な
み
に
同
校
は
、
文
部
科
学
省
の
指
定
を
受
け
て
「
学

力
向
上
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
事
業
」
に
取
り
組
ん
で
お
り
、
平
成
十
六

年
度
は
最
終
年
度
に
当
た
り
、
発
表
会
が
催
さ
れ
た
。
黒
田
教
諭

は
同
校
の
国
語
科
主
任
で
あ
る
。）

今
さ
ら
記
す
ま
で
も
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、「
読
書
へ
の
ア
ニ

マ
シ
オ
ン
」
は
、
一
九
七
〇
年
代
中
ご
ろ
か
ら
始
ま
っ
た
ス
ペ
イ

ン
に
お
け
る
読
書
運
動
で
、
九
十
年
代
に
入
っ
て
か
ら
各
国
で
翻

訳
さ
れ
、
日
本
で
は
九
七
年
に
『
読
書
で
遊
ぼ
う
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
│

本
が
大
好
き
に
な
る
25
の
ゲ
ー
ム
』（
モ
ン
セ
ラ
ッ
ト
・
サ
ル
ト
著
、

佐
藤
美
智
代
・
青
柳
啓
子
訳
、
柏
書
房
）
が
刊
行
さ
れ
て
か
ら
、
急

速
に
広
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
。

さ
て
、
下
田
小
学
校
に
お
け
る
「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」

の
指
導
は
、
全
十
五
時
間
に
わ
た
る
も
の
で
、
第
一
次
は
学
級
（
二

時
間
）、
第
二
次
は
学
級
Ｔ
Ｔ
（
五
時
間
）、
第
三
次
は
ロ
ー
テ
ー

シ
ョ
ン
学
習
（
六
時
間
）、
第
四
次
は
学
級
Ｔ
Ｔ
（
二
時
間
）
と

な
っ
て
い
る
。

ユ
ニ
ー
ク
な
の
は
、
第
三
次
の
「
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
学
習
」
で

あ
る
。
こ
れ
は
児
童
が
「
発
展
的
な
読
み
を
す
る
た
め
の
三
つ
の

コ
ー
ス
」
を
順
番
に
学
習
し
て
い
く
も
の
で
、
児
童
は
、
音
読

コ
ー
ス
（
野
田
和
紀
教
諭
）、
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
コ
ー
ス
（
黒
田
教

諭
）、
読
み
比
べ
コ
ー
ス
（
伊
藤
綾
教
諭
）
の
順
に
回
っ
て
授
業
に

参
加
す
る
。
私
が
参
観
し
た
の
は
、
黒
田
教
諭
の
「
ア
ニ
マ
シ
オ

ン
コ
ー
ス
」
で
あ
る
。

黒
田
教
諭
は
、「
25
の
作
戦
」
の
一
つ
、
ア
ニ
メ
ー
タ
ー
（
こ
こ

で
は
同
教
諭
）
の
読
み
間
違
い
を
子
ど
も
が
言
い
当
て
る
ゲ
ー
ム

「
ダ
ウ
ト
を
さ
が
せ
」
を
授
業
に
取
り
入
れ
て
い
た
。
そ
の
ね
ら

い
は
、「
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
を
し
な
が
ら
、
登
場
人
物
の
言
葉
や
行

動
に
か
く
さ
れ
た
な
ぜ
？
を
考
え
る
。」
と
「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
視

点
で
の
読
み
と
読
者
で
あ
る
自
分
の
視
点
で
の
読
み
の
違
い
に

気
づ
く
。」
の
二
つ
で
あ
る
。
作
品
を
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
読

む
こ
と
は
、
作
品
を
よ
り
広
く
、
よ
り
深
く
読
む
こ
と
に
つ
な

が
る
、
大
切
な
読
み
方
の
一
つ
で
あ
る
。

授
業
で
は
、
ま
ず
教
科
書
の
第
四
場
面
（
P
13
L
8
〜
P
16

L
6
）
を
師
弟
共
同
で
一
斉
音
読
し
た
後
、
教
科
書
を
閉
じ
、
黒

田
教
諭
が
ゆ
っ
く
り
と
読
み
な
が
ら
設
定
し
た
「
ダ
ウ
ト
」
は
、
次

の
十
箇
所
で
あ
る
。（
ま
ず
本
文
中
の
表
現
を
記
載
し
、
矢
印
の
後

に
、
意
識
的
に
間
違
っ
た
表
現
を
表
し
た
。）

①
お
父
さ
ん
の
声
が
、
青
い
空
か
ら
ふ
っ
て
き
ま
し
た
。

→

お
父
さ
ん
が
、
つ
ぶ
や
き
ま
し
た
。

②
ふ
ら
ふ
ら
す
る
足
を
ふ
み
し
め
て
立
ち
上
が
る
と
、

→

ふ
ら
ふ
ら
す
る
足
で
立
ち
上
が
る
と
、

③
た
っ
た
一
つ
の
か
げ
ぼ
う
し
を
見
つ
め
な
が
ら
、

→

か
げ
ぼ
う
し
を
見
つ
め
な
が
ら
、

④
重
な
っ
て
聞
こ
え
だ
し
ま
し
た
。

→

重
な
っ
て
聞
こ
え
ま
し
た
。

⑤
く
っ
き
り
と
白
い
か
げ
が
四
つ
。

→

ぼ
ん
や
り
と
白
い
か
げ
が
四
つ
。

⑥
体
が
す
う
っ
と
す
き
と
お
っ
て
、

→

体
が
か
る
く
な
っ
て
、

⑦
見
回
し
て
も
、
見
回
し
て
も
、
花
畑
。

→

見
回
し
て
も
、
花
畑
。

⑧
わ
ら
い
な
が
ら
歩
い
て
く
る
の
が
見
え
ま
し
た
。

→

わ
ら
い
な
が
ら
歩
い
て
い
く
の
が
見
え
ま
し
た
。

⑨
き
ら
き
ら
わ
ら
い
だ
し
ま
し
た
。

→

く
す
く
す
わ
ら
い
だ
し
ま
し
た
。

⑩
小
さ
な
女
の
子
の
命
が
、
空
に
き
え
ま
し
た
。

→

ち
い
ち
ゃ
ん
の
命
が
空
に
き
え
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
う
ち
、
①
〜
⑤
は
「
第
一
場
面
と
の
対
比
を
さ
せ
る

た
め
の
ダ
ウ
ト
ゲ
ー
ム
」
で
あ
り
、
⑥
〜
⑩
は
、「
死
ん
で
い
く

ち
い
ち
ゃ
ん
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
ま
せ
る
た
め
の
ダ
ウ
ト
ゲ
ー
ム
」

で
あ
る
。

小こ

林
ば
や
し

國く
に

雄お

元

常と
こ

葉ば

学
園
大
学
教
授

ア
ニ
マ
シ
オ
ン
を
活
用
し
た

「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」
の
指
導

│
ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
学
習
の
紹
介
│

寄
稿
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第
三
学
年
の
児
童
た
ち
は
、
黒
田
教
諭
の
美
し
い
声
に
よ
る
音

読
に
耳
を
す
ま
せ
て
聴
き
、
間
違
い
に
気
づ
く
と
活
発
に
挙
手
し
、

正
し
い
本
文
の
表
現
を
述
べ
、
正
し
い
理
由
や
表
現
効
果
な
ど
に

つ
い
て
、
次
々
と
発
言
し
て
い
っ
た
。

問
題
点
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

●
四
十
五
分
間
の
授
業
に
お
い
て
、
十
箇
所
の
ダ
ウ
ト
を
設
定
し

た
の
は
、
多
す
ぎ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
、
忙
し
い
授
業

に
な
り
、
時
間
の
終
わ
り
に
配
っ
た
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
に
書
き
込
む

時
間
が
ほ
と
ん
ど
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
確
か
に
場
面
と
場
面

と
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
や
、
人
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
把
握
さ
せ
る
こ

と
は
、
物
語
文
指
導
の
重
要
な
事
項
で
は
あ
る
が
、
ダ
ウ
ト
が
多

す
ぎ
る
の
は
考
え
も
の
で
あ
ろ
う
。（
私
見
で
は
、
④
・
⑦
・
⑩
は

な
く
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。）

●
一
つ
の
文
（
文
章
で
は
な
い
）
の
中
に
、
二
箇
所
も
ダ
ウ
ト
を

設
定
す
る
の
は
、
避
け
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
。（
②
と
③

は
、「
ち
い
ち
ゃ
ん
は
…
数
え
だ
し
ま
し
た
。」
と
い
う
同
一
文
中

に
あ
る
。
択
一
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。）

●
評
価
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
本
来
、「
読
書
へ
の

ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」
は
、「
学
校
教
育
、
特
に
、
客
観
的
な
評
価
を
行

わ
ざ
る
を
得
な
い
授
業
と
は
切
り
離
し
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。」

（
注
２
）
と
い
わ
れ
る
。
黒
田
教
諭
た
ち
三
人
の
先
生
方
が
作
ら
れ

た
「
国
語
科
学
習
指
導
案
」
に
「
支
援
」（
☆
）
と
「
評
価
」（
□
）

と
い
う
欄
は
あ
る
が
、
実
際
に
は
☆
印
の
項
目
ば
か
り
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
は
純
粋
に
本
来
の
「
読
書
へ
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」
を
行
っ

た
の
で
は
な
く
、
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
の
手
法
を
国
語
科
の
授
業
に
応

用
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
。
黒
田
教
諭
は
学
習

指
導
案
の
中
で
、「
読
み
深
め
コ
ー
ス
で
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
は
、

言
葉
の
使
い
方
に
興
味
を
も
た
せ
る
た
め
に
行
う
。
な
ぜ
そ
の

言
葉
で
な
い
と
い
け
な
い
の
か
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
楽

し
み
な
が
ら
言
葉
の
意
味
や
深
さ
を
考
え
さ
せ
た
い
。」
と
述
べ

て
い
る
。

終
わ
り
に
、
児
童
た
ち
に
毎
時
間
配
ら
れ
て
い
る
ワ
ー
ク
シ
ー

ト
を
紹
介
し
た
い
。
シ
ー
ト
は
八
枚
あ
り
、
と
て
も
全
貌
を
紹
介

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
問
１
に
は
次
の
四
項
目
が
書
か
れ

て
い
た
。

①
題
名
か
ら
、
ど
ん
な
こ
と
を
想
像
し
ま
す
か
。
想
像
し
た
こ
と

を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

②「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」
を
読
ん
で
、
ど
ん
な
こ
と
を
感

じ
た
り
、
思
っ
た
り
し
ま
し
た
か
。
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

③「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
」
を
読
ん
で
、
み
ん
な
で
考
え
て

み
た
い
こ
と
を
書
い
て
み
ま
し
ょ
う
。

④
せ
ん
そ
う
に
つ
い
て
ど
ん
な
こ
と
を
思
い
ま
す
か
。

そ
の
他
、
語
句
の
「
意
味
調
べ
」、「
さ
し
絵
の
説
明
」
を
書
く
、

「
あ
ら
す
じ
」
を
ま
と
め
る
、「
か
げ
お
く
り
の
様
子
」「
ち
い
ち
ゃ

ん
の
様
子
」「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
願
い
」「
町
の
様
子
」「
ち
い
ち
ゃ
ん

の
思
い
」「
ち
い
ち
ゃ
ん
の
目
に
う
つ
っ
て
い
る
も
の
」
を
ま
と
め

る
、
第
一
場
面
か
ら
第
四
場
面
ま
で
と
第
五
場
面
と
の
比
較
な

ど
、
多
彩
な
学
習
活
動
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
最
後

の
ワ
ー
ク
シ
ー
ト
は
、「
今
ま
で
学
習
し
て
き
て
考
え
た
こ
と
、
感

じ
た
こ
と
を
書
こ
う
。」
で
終
わ
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
学
習
の
振

り
返
り
で
あ
る
。

こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、「
作
者
が
最
も
言
い
た
か
っ
た
こ
と

は
何
か
」
式
の
、
主
題
追
求
型
の
学
習
課
題
が
見
ら
れ
な
い
こ
と

で
あ
る
。
千
葉
大
学
教
授
の
首
藤
久
義
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
る
。（
注
３
）

文
学
作
品
を
扱
う
授
業
で
大
事
に
す
べ
き
は
、
主
題
を
論
じ
る

こ
と
で
は
な
く
て
、
目
的
に
応
じ
て
楽
し
め
そ
う
な
作
品
を
選
び
、

文
字
を
読
み
、
意
味
を
取
り
、
作
品
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
を
、
読
者

の
心
の
中
に
再
現
的
に
創
造
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
し

て
で
き
た
イ
メ
ー
ジ
世
界
と
言
葉
の
響
き
と
の
両
方
を
楽
し
む
こ

と
で
あ
る
。

黒
田
英
津
子
教
諭
の
授
業
は
、
ま
さ
し
く
「
文
学
作
品
を
楽
し

ん
で
読
む
」
授
業
の
典
型
で
あ
り
、
そ
の
”和
顔
愛
語
“の
表
情
と

と
も
に
、
多
く
の
参
観
者
を
も
豊
か
に
包
み
込
む
も
の
で
あ
っ
た
。

「
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」
と
は
、
ラ
テ
ン
語
の
ア
ニ
マ
＝
人
間
が
も
っ
て
生
ま
れ
た

命
を
生
き
生
き
と
躍
動
さ
せ
る
こ
と
で
、
生
命
力
や
活
力
を
吹
き
込
み
心
身
を
活
性

化
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
。「
読
書
へ
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」
は
、

子
ど
も
た
ち
が
読
ん
だ
本
に
元
気
づ
け
ら
れ
た
り
、
そ
の
お
も
し
ろ
さ
に
刺
激
さ
れ

て
積
極
的
な
読
者
に
変
わ
っ
て
い
く
と
い
う
、
い
わ
ば
、
読
む
う
え
で
の
プ
ロ
セ
ス

に
着
眼
を
し
て
い
る
。
子
ど
も
の
興
味
を
か
き
た
て
る
新
し
い
読
書
指
導
法
と
し
て

注
目
さ
れ
て
い
る
。

視
点
を
変
え
て
読
む

│
『
ち
い
ち
ゃ
ん
の
か
げ
お
く
り
』
│

白
石
範
孝
『
国
語
教
育
』
３
３
３
号
　
青
玄
会
　

「
読
書
へ
の
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
」
導
入
の
意
義

足
立
幸
子
『
山
形
大
学
教
育
実
践
研
究
』
第
９
号

二
〇
〇
〇
年
三
月

文
学
作
品
を
楽
し
ん
で
読
む

│
主
題
よ
さ
よ
う
な
ら
│
　

首
藤
久
義
『
月
刊
国
語
教
育
研
究
』
３
９
２
号

日
本
国
語
教
育
学
会
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