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◆ キーワード　中国／子ども文化／悪口唄／機能／人間学

中
国
に
お
け
る
子
ど
も
の
悪
口
唄
の
特
徴
と
機
能
に
関
す
る
人
間
学
的
考
察

肖　
　
塵　
嫣

は
じ
め
に

近
年
、
筆
者
は
日
本
の
子
ど
も
の
悪
口
唄
に
触
れ
る
機
会
を
持
っ
た）

1
（

。

そ
の
中
で
、「
一
年
い
も
掘
っ
て
、
二
年
煮
て
食
っ
て
、
三
年
酒
の
ん
で
、

四
年
よ
っ
ぱ
ら
っ
て
、
五
年
強
盗
、
六
年
牢
屋
」
と
い
う
唄
を
見
て
、
筆

者
自
身
が
小
学
校
の
と
き
歌
っ
て
い
た
悪
口
唄
を
思
い
浮
か
べ
た
。「
一
年

生
は
泥
棒
、
二
年
生
は
盗
人
。
三
年
の
美
人
は
彼
氏
が
で
き
ず
、
四
年
の

イ
ケ
メ
ン
は
ヤ
ン
キ
ー
。
五
年
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
は
い
っ
ぱ
い
あ
り
、
六
年

の
恋
人
た
ち
は
ラ
ブ
ラ
ブ）

2
（

」。
小
学
校
一
年
か
ら
六
年
ま
で
の
子
ど
も
を
順

に
か
ら
か
う
唄
で
、
日
本
の
唄
に
よ
く
似
て
い
る
。
た
だ
、
日
本
の
唄
は

「
い
ち
ね
ん
、
い
も
」「
に
ね
ん
、
に
て
」「
さ
ん
ね
ん
、
さ
け
」
と
頭
韻
を

踏
ん
で
い
る
が
、
中
国
の
唄
に
は
そ
の
よ
う
な
言
葉
遊
び
の
要
素
は
な
い
。

そ
の
後
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、
中
国
各
地
の
人
が
子
ど
も
の
頃
に
歌
っ

た
悪
口
唄
を
調
べ
て
み
た
と
こ
ろ
、
筆
者
が
歌
っ
て
い
た
も
の
と
だ
い
た

い
同
じ
だ
と
気
づ
い
た
。
こ
れ
ら
の
悪
口
唄
が
歌
わ
れ
た
当
時
は
ま
だ
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
は
発
達
し
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
、
何
故
同
じ
よ
う
な
唄

が
中
国
全
土
で
伝
承
さ
れ
る
の
か
、
ま
た
国
境
や
言
語
の
壁
を
越
え
て
日

本
で
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故
な
の
か
に
つ
い
て
関
心
を
覚
え
た
。

中
国
で
は
、
悪
口
唄
）
3
（

は
「
教
育
上
好
ま
し
く
な
い
も
の
」
と
見
な
さ
れ
、

そ
れ
故
に
研
究
の
対
象
と
し
て
認
め
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
と
言

え
る
。
し
か
し
、
大
人
に
禁
止
さ
れ
て
も
悪
口
唄
が
子
ど
も
の
な
か
で
広

く
伝
承
さ
れ
て
い
る
理
由
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
悪
口
唄
が
重
要
な
存
在

だ
か
ら
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

藤
本
浩
之
輔
は
、
文
化
と
は
芸
術
や
文
学
や
科
学
だ
け
で
な
く
、「
一
つ

の
社
会
、
一
つ
の
集
団
の
人
々
が
つ
く
っ
て
、
そ
し
て
ず
っ
と
伝
え
て
き

て
い
る
生
活
の
し
か
た
」
で
あ
る
と
い
う
文
化
人
類
学
の
考
え
方
を
紹
介

し
た
上
で
、「
子
ど
も
の
世
界
も
文
化
に
満
ち
て
い
る
…
…
子
ど
も
た
ち
も

す
ば
ら
し
い
文
化
を
た
く
さ
ん
蓄
積
し
て
き
て
い
る
」（
藤
本　

一
九
九
六
：
二
一
―
二
二
）
と
指
摘
す
る
。
ま
た
、
鵜
野
祐
介
に
よ
れ
ば

「
人
間
学
」
と
は
、
様
々
な
角
度
か
ら
様
々
な
方
法
を
用
い
て
「
人
間
は
何

者
で
あ
り
、
い
か
に
し
て
ヒ
ト
か
ら
人
間
へ
と
成
る
か
、
そ
し
て
ど
の
よ



119

う
に
変
わ
っ
て
い
く
か
」
を
考
え
る
学
問
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
様
々

な
角
度
」
に
は
、
Ａ
．
人
の
一
生
の
歩
み
と
そ
の
過
程
に
お
け
る
変
化
、

Ｂ
．
人
間
と
し
て
の
属
性
、
Ｃ
．
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
の
意
味
、
Ｄ
．

生
き
て
い
る
証
と
し
て
の
基
本
的
行
為
な
ど
が
あ
る
と
さ
れ
る
（
鵜
野　

二
〇
一
五
：
一
三
―
一
四
）。

本
稿
は
、「
悪
口
唄
」
と
い
う
子
ど
も
文
化
を
取
り
上
げ
て
、
歌
う
と
い

う
「
生
き
て
い
る
証
と
し
て
の
基
本
的
行
為
」
を
考
察
し
、
悪
口
唄
の
機

能
、
つ
ま
り
子
ど
も
に
と
っ
て
悪
口
唄
を
歌
う
こ
と
の
意
味
を
探
っ
て
い

く
が
、
こ
れ
は
上
述
の
観
点
か
ら
見
て
人
間
学
的
考
察
に
相
応
し
い
も
の

と
言
え
る
。
本
稿
で
は
、
文
献
調
査
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
用
い
て
、

中
国
に
お
け
る
悪
口
唄
を
含
む
わ
ら
べ
う
た
の
歴
史
、
悪
口
唄
に
関
す
る

先
行
研
究
や
筆
者
自
身
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
集
め
た
資
料
を
検
証
し
た
上

で
、
中
国
に
お
け
る
子
ど
も
の
悪
口
唄
の
特
徴
及
び
そ
の
機
能
に
つ
い
て

の
人
間
学
的
考
察
を
行
う
。

一
．
中
国
に
お
け
る
わ
ら
べ
う
た
の
歴
史

中
国
に
お
け
る
わ
ら
べ
う
た
は
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。「
わ
ら
べ
う

た
」
は
中
国
の
古
代
文
献
で
は
「
童
謡
」「
童
子
歌
」「
孺
歌
」「
嬰
児
歌
」

「
小
児
謡
」「
小
児
語
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
（
蒋　
二
〇
〇
七
：
四
）。
中
国

最
古
の
わ
ら
べ
う
た
は
『
列
子
』（
紀
元
前
四
五
〇
―
三
七
五
）
に
記
録
さ

れ
て
い
る
「
立
我
烝
民
、
莫
匪
爾
極
。
不
識
不
知
、
順
帝
之
則
」
と
い
う

も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、「
私
た
ち
の
生
活
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
の

は
、
あ
な
た
様
の
お
か
げ
で
す
。
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
、
帝
の
手
本

に
従
っ
て
い
ま
す
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
尭
が
五
十
年
間
天
下
を
治
め

た
が
、
世
の
中
が
治
ま
っ
て
い
る
ど
う
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
周
り

の
人
に
聞
い
た
が
、「
わ
か
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
た
。
尭
は
一
般
人
の
服
を

着
て
町
に
出
る
と
、
子
ど
も
た
ち
が
こ
の
唄
を
歌
っ
て
い
る
の
を
聞
き
、

自
分
は
国
を
う
ま
く
治
め
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
う
（
雷
・
王
・

蓋　
二
〇
〇
三
：
一
―
三
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、
二
千
数
百
年
前
の
中
国
に

お
い
て
既
に
わ
ら
べ
う
た
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る）

4
（

。

明
代
（
一
三
六
八
―
一
六
四
四
）
以
前
の
文
献
に
記
録
さ
れ
た
わ
ら
べ

う
た
は
ほ
と
ん
ど
政
治
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。
雷
群
明
ら
に
よ
る
と
、

中
国
古
代
の
わ
ら
べ
う
た
は
、
政
情
が
安
定
し
な
い
時
期
や
王
朝
の
末
期

に
多
い
。
そ
の
原
因
と
し
て
、
政
情
が
不
安
定
な
中
で
、
民
衆
は
噂
を
広

め
る
ツ
ー
ル
と
し
て
わ
ら
べ
う
た
を
利
用
し
、
反
乱
を
起
こ
す
準
備
を
し

た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
と
い
う
（
同
上　
四
―
五
）。
具
体
例
を
一
つ
挙
げ

て
お
こ
う
。
一
三
五
一
年
、
元
朝
の
朝
廷
は
一
五
万
人
を
黄
河
掘
削
工
事

に
徴
用
し
、
民
衆
は
苦
し
ん
で
い
た
。
そ
う
し
た
中
で
劉
福
通
と
い
う
元

朝
を
倒
そ
う
と
す
る
人
が
、「
石
の
人
は
一
つ
の
目
だ
け
あ
る
が
、
黄
河
の

民
衆
を
率
い
て
反
乱
を
起
こ
す）

5
（

」
と
い
う
わ
ら
べ
う
た
を
広
め
る
た
め
に
、

そ
れ
を
石
の
人
に
彫
っ
て
黄
河
の
岸
に
埋
め
た
。
民
衆
は
土
を
掘
っ
て
石

の
人
を
見
つ
け
、
そ
の
わ
ら
べ
う
た
を
歌
っ
た
。
そ
れ
を
き
っ
か
け
に
、

苦
し
ん
で
い
た
民
衆
は
元
朝
に
対
す
る
反
乱
を
起
こ
し
、
元
末
最
大
規
模

の
農
民
反
乱
に
至
っ
た
と
い
う
（
同
上　
一
六
六
―
一
六
七
）。

ま
た
、
民
衆
は
わ
ら
べ
う
た
の
な
か
で
愚
か
な
皇
帝
や
役
人
を
の
の
し
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る
。
例
え
ば
『
南
史
・
張
敬
児
伝
』
の
中
に
、
次
の
よ
う
な
わ
ら
べ
う
た

が
記
録
さ
れ
て
い
る
。「
天
子
は
ど
こ
？　
赤
谷
の
入
り
口
だ
。
天
子
は

誰
？　
豚
じ
ゃ
な
け
れ
ば
、犬
だ
）
6
（

」（
同
上　
七
）。
国
の
一
番
権
力
を
持
っ

て
い
る
天
子
を
豚
や
犬
に
例
え
て
揶
揄
す
る
。
ま
た
、「
千
里
草
、
ど
ん
な

に
青
い
だ
ろ
う
。
十
日
卜
、
生
き
ら
れ
な
い）

7
（

」
と
い
う
漢
代
末
期
の
わ
ら

べ
う
た
で
は
、「
字
謎
」（
判
じ
読
み
）
を
用
い
て
政
治
家
の
董
卓
を
の
の

し
る
（
同
上　

六
〇
―
六
二
）。「
千
里
草
」
を
組
み
合
わ
せ
る
と
「
董
」

に
な
り
、「
十
日
卜
」
は
「
卓
」
に
な
る
。
つ
ま
り
、
董
卓
は
政
治
的
混
乱

に
乗
じ
て
今
は
政
治
の
実
権
を
握
っ
て
い
る
が
、
民
衆
の
反
感
を
買
い
、

将
来
は
絶
対
殺
さ
れ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
。

社
会
を
批
判
し
、民
衆
の
生
活
の
苦
し
さ
を
訴
え
る
わ
ら
べ
う
た
も
あ
る
。

『
後
漢
書
・
五
行
志
』
の
中
に
、「
素
直
な
人
は
殺
さ
れ
、
へ
つ
ら
う
人
は
か

え
っ
て
役
人
に
な
る）

8
（

」
と
い
う
わ
ら
べ
う
た
が
あ
り
、
社
会
制
度
を
批
判
す

る
（
同
上　
四
三
―
四
五
）。
漢
代
末
期
に
は
、
次
の
よ
う
な
わ
ら
べ
う
た

も
歌
わ
れ
て
い
た
。「
太
岳
の
飢
え
た
民
は
市
場
の
よ
う
に
、
飢
え
死
し
た

人
は
林
の
よ
う
に
。
お
金
を
持
っ
て
米
を
買
い
た
い
が
、
米
は
黄
金
よ
り
高

い
）
9
（

」（
同
上　
四
―
六
）。
大
飢
饉
の
様
子
を
生
き
生
き
と
表
し
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
明
代
以
前
の
わ
ら
べ
う
た
は
主
に
政
治
に
関
す
る
も

の
で
あ
る
。『
晋
書
・
天
文
志
』
に
よ
る
と
、
火
星
が
天
か
ら
地
に
降
り
、

子
ど
も
に
化
け
て
人
間
の
子
に
わ
ら
べ
う
た
を
教
え
、
そ
の
唄
は
将
来
現

実
に
な
る
と
い
う
（
車　
一
九
八
三
：
四
六
―
四
七
）。
こ
の
こ
と
か
ら
、

明
代
以
前
に
お
い
て
わ
ら
べ
う
た
は
神
霊
的
存
在
が
降
臨
し
て
子
ど
も
た

ち
に
教
え
た
も
の
で
あ
り
、
将
来
の
こ
と
を
予
知
で
き
る
と
思
わ
れ
て
い

た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
う
し
て
、
わ
ら
べ
う
た
は
子
ど
も
自
身
の
文
化
と

し
て
で
は
な
く
、
神
の
予
言
と
し
て
記
録
さ
れ
て
き
た
が）

10
（

、
但
し
そ
れ
は
、

実
際
に
は
大
人
が
作
っ
て
子
ど
も
に
歌
わ
せ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
な

お
、
明
代
以
前
に
刊
行
さ
れ
た
『
北
斉
書
）
11
（

』（
六
三
六
年
）
や
『
旧
唐
書
）
12
（

』

（
九
四
五
年
）
な
ど
に
も
子
ど
も
自
身
が
作
っ
た
わ
ら
べ
う
た
が
散
見
さ
れ

る
が
、
そ
の
数
は
少
な
い）

13
（

（
周　
一
九
八
九
：
二
九
―
三
〇
）。

明
代
に
な
る
と
、
経
済
や
文
化
が
発
展
し
、
わ
ら
べ
う
た
の
収
集
も
盛

ん
に
な
っ
た
。
政
治
に
関
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
自
身
が
歌
っ

て
い
た
も
の
も
多
く
記
録
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
明
代
の
文
人
で
あ
る

楊
慎
は
『
古
今
風
謡
』（
一
五
四
三
年
）
に
、
子
ど
も
が
日
向
ぼ
っ
こ
す
る

と
き）

14
（

、
雨
乞
い
を
す
る
と
き）

15
（

や
遊
ぶ
と
き）

16
（

に
歌
う
わ
ら
べ
う
た
を
記
録
し

た
（
蒋　
二
〇
〇
七
：
五
―
六
）。

こ
の
時
期
、
子
ど
も
が
歌
っ
て
い
る
う
た
を
教
育
に
役
立
つ
よ
う
に
改

変
し
た
替
え
唄
を
載
せ
た
本
が
現
れ
た
。
一
五
五
八
年
、
呂
得
勝
が
著
し

た
『
小
児
語
』
で
あ
る
。
そ
の
前
書
き
に
は
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ

て
い
る
。「
子
ど
も
は
話
す
よ
う
に
な
る
と
、
わ
ら
べ
う
た
を
歌
っ
て
楽
し

ん
で
い
る
。
わ
ら
べ
う
た
は
子
ど
も
の
な
か
で
伝
承
さ
れ
、
そ
の
作
者
は

わ
か
ら
な
い
。
…
…
子
ど
も
は
知
識
を
身
に
付
け
る
と
、
立
派
な
人
に
な

る
。
俗
な
わ
ら
べ
う
た
に
は
害
は
な
い
が
、
覚
え
る
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う

か
。
私
が
教
育
に
役
立
つ
話
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
で
俗
な
わ
ら
べ
う
た
に
し
て

教
え
た
ら
、
子
ど
も
は
楽
し
く
聞
い
て
覚
え
る
だ
ろ
う
。
子
ど
も
は
遊
び

な
が
ら
そ
れ
を
歌
い
、
勉
強
に
も
な
る
。
一
人
の
子
ど
も
が
歌
を
覚
え
る
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と
、
ほ
か
の
子
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
子
ど
も
た
ち
は
い
い
唄
を
覚

え
、
知
識
も
少
し
身
に
付
く
か
も
し
れ
な
い
」（
同
上　
六
） 

。
彼
は
、
わ

ら
べ
う
た
は
神
の
予
言
で
は
な
く
、
大
人
が
教
育
や
娯
楽
を
目
的
と
し
て

子
ど
も
に
与
え
る
文
化
、
す
な
わ
ち
藤
本
浩
之
輔
の
言
う
「
大
人
供
与
の

文
化
」（
藤
本　
二
〇
〇
一
：
三
〇
）
で
あ
り
、
尚
且
つ
「
子
ど
も
自
身
の

文
化
」
で
も
あ
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
わ
ら
べ
う
た
の
特
徴
、

す
な
わ
ち
作
者
が
特
定
さ
れ
な
い
こ
と
や
子
ど
も
の
な
か
で
伝
承
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。

一
五
九
三
年
、
呂
得
勝
の
息
子
・
呂
坤
は
、
父
の
本
に
基
づ
き
、
河
南
、

山
西
や
陝
西
で
集
め
た
子
ど
も
自
身
の
わ
ら
べ
う
た
を
こ
れ
に
加
え
て『
演

小
児
語
』
を
出
版
し
た
。
こ
れ
が
中
国
最
古
の
わ
ら
べ
う
た
集
と
さ
れ
る）

17
（

。

こ
の
中
に
は
四
六
曲
の
わ
ら
べ
う
た
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、
歌
詞
の
主

な
モ
チ
ー
フ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

・
子
ど
も
の
日
常
生
活
（
座
る
こ
と
、走
る
こ
と
、
泣
く
こ
と
な
ど
）
一
九
曲

・
動
物
（
犬
、
イ
ン
コ
、
鴨
な
ど
）
一
〇
曲

・
身
近
に
あ
る
も
の
（
灯
り
、
ほ
う
き
、
煙
な
ど
）
七
曲

・
近
所
の
人（
瓜
を
売
る
お
じ
い
さ
ん
、お
坊
さ
ん
、
お
ば
あ
さ
ん
な
ど
）
六
曲

・
食
べ
物
（
小
麦
粉
、
え
ん
ど
う
）
二
曲

・
自
然
現
象
（
雨
、
星
）
二
曲

呂
得
勝
や
呂
坤
の
目
的
は
「
役
に
立
た
な
い
」
わ
ら
べ
う
た
を
教
育
的

に
意
味
が
あ
る
唄
に
替
え
、
そ
れ
を
通
し
て
子
ど
も
た
ち
を
教
育
す
る
こ

と
で
あ
っ
た
。
二
人
は
悪
口
唄
を
「
い
い
唄
」
に
改
変
し
よ
う
と
し
た
と

考
え
ら
れ
る
。

清
代
に
入
る
と
、『
天
籟
集
』（
鄭
旭
旦
編　
一
六
二
二
―
一
七
二
二
）、『
広

天
籟
集
』（
悟
痴
生
編　
一
八
七
二
）、『
越
諺
』（
範
寅
編　
一
八
八
二
）
な

ど
、
数
多
く
の
わ
ら
べ
う
た
集
が
出
版
さ
れ
た
。
わ
ら
べ
う
た
集
の
編
集
に

は
中
国
人
だ
け
で
な
く
外
国
人
も
関
わ
っ
て
い
る
。
一
八
九
六
年
、
イ
タ
リ

ア
人
の
ビ
タ
ー
レ
（G

uido A
m

edeo Vitale

）
は
北
京
の
わ
ら
べ
う
た
を
七
〇

曲
集
め
て
英
語
に
訳
し
た
『
北
京
児
歌
）
18
（

』（Pekinese Rhym
es

）
を
出
版
し
た
。

一
方
、
一
九
〇
〇
年
、
ア
メ
リ
カ
人
の
ヘ
ッ
ド
ラ
ン
ド
（Isaac Taylor 

H
eadland

）
は
一
四
〇
曲
の
わ
ら
べ
う
た
を
収
載
し
た
『
孺
子
歌
図
（Chinese 

M
other G

oose Rhym
es

）』）
19
（

を
出
版
し
た
（
同
上　
七
―
八
）。
こ
う
し
て
、

中
国
の
わ
ら
べ
う
た
は
海
外
で
も
注
目
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
た
。

近
代
に
な
る
と
、
わ
ら
べ
う
た
や
童
謡
を
テ
ー
マ
に
す
る
雑
誌
が
現
れ

た
。『
小
孩
月
報
』（
一
八
七
五
）、『
蒙
学
報
』（
一
八
九
七
）、『
童
子
世
界
』

（
一
九
〇
三
）
な
ど
で
あ
る
。
一
九
一
一
年
、
日
本
留
学
か
ら
帰
国
し
た
周

作
人
）
20
（

は
故
郷
の
紹
興
で
わ
ら
べ
う
た
の
収
集
と
研
究
を
始
め
、
一
九
一
四

年
に
『
紹
興
県
教
育
会
月
刊
』
第
三
号
に
「
児
歌
之
研
究
」
を
発
表
し
た

（
袁　
二
〇
一
九
：
六
）。
一
九
一
八
年
、
周
作
人
は
北
京
大
学
の
教
員
で

あ
る
劉
半
農
、
沈
尹
黙
と
と
も
に
「
歌
謡
征
集
処
」
を
立
ち
上
げ
、
全
国

の
民
謡
を
収
集
し
た
。
こ
れ
は
「
歌
謡
運
動
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

一
九
二
〇
年
に
「
歌
謡
研
究
会
」
が
作
ら
れ
、
一
九
二
二
年
に
は
機
関
誌

『
歌
謡
周
刊
』
が
発
行
さ
れ
た
（
斉　
二
〇
一
五
：
六
五
―
六
七
）。
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「
歌
謡
運
動
」
は
一
九
三
六
年
六
月
に
終
わ
っ
た
が
、
約
一
八
年
の
間
に

一
万
六
千
曲
ぐ
ら
い
の
民
謡
を
集
め
、
そ
の
中
に
は
わ
ら
べ
う
た
も
少
な

く
な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
て
収
集
さ
れ
た
わ
ら
べ
う
た
に
基
づ
い
た
論
文

も
数
多
く
発
表
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
周
作
人
「
読
『
童
謡
大
観
』」

（
一
九
二
三
年
三
月
『
歌
謡
』
一
〇
号
）、
同
「
読
『
各
省
童
謡
集
』」

（
一
九
二
三
年
六
月
五
日
『
晨
報
副
刊
』）、
加
白
「
童
謡
的
芸
術
価
値
」

（
一
九
二
三
年
七
月
三
〇
日
『
民
国
日
報
』
副
刊
『
覚
悟
』）、
馮
国
華
「
児

歌
的
研
究
」（
一
九
二
三
年
一
一
月
『
民
国
日
報
』
副
刊
『
覚
悟
』）、
褚
東

郊
「
中
国
児
歌
的
研
究
」（
一
九
二
七
年
六
月
『
小
説
月
報
』
第
一
七
巻
号

外
『
中
国
文
学
研
究
号
』）
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
は
、
わ
ら
べ
う

た
の
歴
史
、
特
徴
、
機
能
、
内
容
、
分
類
、
価
値
な
ど
に
つ
い
て
考
察
を

行
っ
た
。（
袁　
二
〇
一
九
：
七-

八
）。「
歌
謡
運
動
」
中
、
わ
ら
べ
う
た

の
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

論
文
の
他
に
、
周
作
人
は
一
九
二
二
年
に
『
現
代
の
詩
及
詩
人
』（
柳
澤

健　
尚
文
堂　
一
九
二
〇
）
に
収
載
さ
れ
た
柳
澤
の
論
考
「
子
供
の
世
界

―
童
謡
に
就
い
て
―
」
を
中
国
語
に
翻
訳
し
、『
詩
』
第
一
巻
第
一
期
に

掲
載
し
た
。
彼
は
ま
た
、
一
九
三
七
年
に
『
童
謡
及
民
謡
研
究
』（
百
田
宗

治
編　
巧
人
社　
一
九
二
三
）
の
な
か
の
白
鳥
省
吾
「
新
し
い
民
謡
と
古

い
と
民
謡
」
を
翻
訳
し
、『
歌
謡
』
第
三
巻
第
一
〇
期
に
載
せ
た
（
李
・
羅　

二
〇
一
九
：
一
〇
〇
）。
中
国
に
お
け
る
民
謡
、
童
謡
や
わ
ら
べ
う
た
の
研

究
は
、
日
本
の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

以
上
よ
り
、
中
国
に
お
け
る
わ
ら
べ
う
た
の
歴
史
は
次
の
よ
う
に
概
括
で

き
る
。
古
代
よ
り
、
わ
ら
べ
う
た
は
文
献
に
登
場
し
、
そ
れ
は
「
神
の
予
言
」

だ
と
思
わ
れ
て
い
た
が
、
明
代
以
降
に
は
「
子
ど
も
自
身
の
俗
な
唄
で
、
害

は
な
い
が
勉
強
に
は
役
立
た
な
い
も
の
」
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
わ

ら
べ
う
た
に
着
目
し
た
大
人
た
ち
は
、
こ
れ
を
教
育
的
に
意
味
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
「
い
い
唄
」
へ
と
改
変
し
、
そ
れ
を
使
っ
て
子
ど
も
を
教
育
し
よ
う

と
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
六
世
紀
に
な
る
と
わ
ら
べ
う
た
集
が
出
版
さ
れ
る

が
、
そ
こ
に
は
「
い
い
唄
」
だ
け
が
記
録
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
近
代
に

入
る
と
、
わ
ら
べ
う
た
は
子
ど
も
自
身
の
文
化
と
し
て
注
目
を
集
め
、
研
究

の
対
象
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
子
ど
も
た
ち
の
な
か
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
悪

口
唄
の
よ
う
な
「
役
に
立
た
な
い
唄
」
に
つ
い
て
の
形
態
論
的
な
特
徴
や
人

間
学
的
な
意
味
に
関
す
る
研
究
は
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。

二
．「
悪
口
唄
」
の
中
国
語
名
称
と
先
行
研
究

中
国
で
は
、「
悪
口
唄
」
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
名
称
が
あ
る
。
例
え
ば
「
灰

色
童
謡
（
グ
レ
ー
童
謡
）」「
怪
味
童
謡
（
怪
し
い
童
謡
）」「
另
類
童
謡
（
変

異
童
謡
）」「
痞
子
童
謡
（
ヤ
ン
キ
ー
童
謡
）」
な
ど
で
あ
り
、
そ
の
名
称
か

ら
、
悪
口
唄
は
暗
く
て
怪
し
い
も
の
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
や
、
伝
統
的
な
価

値
を
持
つ
主
流
文
化
と
異
な
り
、悪
い
子
だ
け
が
歌
う
も
の
と
い
う
イ
メ
ー

ジ
が
持
た
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

「
灰
色
童
謡
（
グ
レ
ー
童
謡
）」「
怪
味
童
謡
（
怪
し
い
童
謡
）」「
另
類
童

謡
（
変
異
童
謡
）」「
痞
子
童
謡
（
ヤ
ン
キ
ー
童
謡
）」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し

て
先
行
研
究
を
検
索
す
る
と
、
三
〇
〇
本
ほ
ど
の
論
文
が
抽
出
さ
れ
た
が
、
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そ
の
多
く
は
悪
口
唄
の
有
害
性
を
述
べ
、
流
行
す
る
原
因
と
、
そ
こ
か
ら

類
推
さ
れ
る
今
日
の
教
育
の
問
題
性
を
分
析
し
、
そ
の
対
策
を
考
案
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。

例
え
ば
劉
慧
芬
・
林
存
华
は
、「
悪
口
唄
に
は
『
勉
強
す
る
意
味
は
な
い
』

『
先
生
を
尊
重
し
な
い
』
な
ど
の
間
違
っ
た
価
値
観
が
あ
り
、
学
校
を
爆
破

す
る
よ
う
な
暴
力
的
な
表
現
も
あ
り
、
子
ど
も
の
人
生
に
悪
い
影
響
を
与

え
る
…
…
詰
め
込
み
教
育
の
せ
い
で
、
子
ど
も
は
勉
強
に
対
し
て
抵
抗
が

あ
り
、
学
校
を
爆
破
す
る
唄
を
歌
う
。
親
や
先
生
の
期
待
が
重
く
、
子
ど

も
は
そ
れ
に
応
え
ら
れ
な
く
な
り
、
親
や
先
生
を
か
ら
か
う
唄
を
歌
う
」

と
指
摘
し
、
そ
の
対
策
と
し
て
「
親
や
先
生
は
子
ど
も
を
理
解
し
、
子
ど

も
の
個
性
を
尊
重
し
て
、
正
し
い
価
値
観
を
教
え
る
必
要
が
あ
る
」
と
述

べ
て
い
る
（
劉
・
林　
二
〇
〇
七
：
二
六
―
二
八
）。

ま
た
、
馬
家
安
・
余
妍
霞
は
「
悪
口
唄
を
歌
う
と
、
子
ど
も
は
ネ
ガ
テ
ィ

ブ
な
人
間
に
な
り
、
反
抗
心
が
強
く
な
る
。
な
ん
で
も
不
真
面
目
に
取
り
組

み
、
生
意
気
な
態
度
を
取
る
」
と
述
べ
、「
学
校
が
勉
強
だ
け
を
重
視
し
て
、

子
ど
も
の
精
神
の
健
康
を
無
視
す
る
」
こ
と
が
悪
口
唄
の
流
行
す
る
原
因
で

あ
る
と
い
う
。「
先
生
が
子
ど
も
を
尊
重
し
て
、
自
分
の
考
え
を
子
ど
も
に

押
し
付
け
な
け
れ
ば
、
子
ど
も
が
悪
口
唄
を
歌
っ
て
不
満
を
言
う
こ
と
は
な

く
な
る
だ
ろ
う
。
学
校
は
子
ど
も
に
勉
強
だ
け
を
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
多

様
な
部
活
動
を
行
い
、
運
動
会
や
芸
術
祭
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
を
積
極
的
に
開

催
す
る
と
、
子
ど
も
の
生
活
が
豊
か
に
な
り
、
悪
口
唄
に
目
を
向
け
な
く
な

る
」
と
提
案
す
る
（
馬
・
余　
二
〇
〇
八
：
三
一
―
三
四
）。

さ
ら
に
、
胡
桂
勤
は
「
悪
口
唄
に
は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
こ
と
が
多
く
、
暴

力
や
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
も
あ
る
。
そ
れ
が
広
が
る
と
、
子
ど
も
の
精

神
の
健
康
を
損
な
い
、
民
族
や
国
の
未
来
に
影
響
す
る
」
と
述
べ
、
そ
の

原
因
と
し
て
、「
今
の
小
学
生
は
毎
日
夜
九
時
ま
で
宿
題
を
し
て
、
週
末
は

塾
に
通
う
。
勉
強
だ
ら
け
の
生
活
は
つ
ま
ら
な
く
、
悪
口
唄
が
唯
一
の
楽

し
み
に
な
り
、
ス
ト
レ
ス
発
散
の
方
法
に
な
る
。
ま
た
、
優
れ
た
わ
ら
べ

う
た
が
少
な
い
た
め
に
、
子
ど
も
が
悪
口
唄
に
興
味
を
持
つ
こ
と
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
も
想
像
に
難
く
な
い
」
と
い
う
。
従
っ
て
、「
先
生
や

親
は
子
ど
も
を
理
解
し
、
い
い
歌
を
創
作
し
て
、
ま
た
は
覚
え
に
く
い
知

識
を
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
歌
に
し
て
子
ど
も
に
歌
わ
せ
た
ら
、
子
ど
も
は
悪
口

唄
を
歌
わ
な
く
な
る
だ
ろ
う
」
と
提
案
す
る
（
胡　
二
〇
一
三
：
六
―
七
）。

一
方
、
悪
口
唄
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
文
は
少
な
い
。
岳
倩
に

よ
る
と
、
悪
口
唄
は
学
校
の
主
流
文
化
に
対
す
る
子
ど
も
の
抵
抗
で
あ
り
、

自
己
主
張
や
感
情
解
放
の
方
法
で
あ
る
。
子
ど
も
は
そ
れ
を
通
し
て
自
分

の
思
想
を
表
明
す
る
自
由
を
求
め
る
と
い
う
（
岳　
二
〇
〇
八
：
二
五
―

二
七
）。
児
童
文
学
作
家
で
あ
る
高
洪
波
は
、「
悪
口
唄
を
見
る
と
、
現
代

の
子
ど
も
は
頭
が
よ
く
、
観
察
力
や
創
造
力
が
高
く
、
ユ
ー
モ
ア
が
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
大
人
を
か
ら
か
う
唄
に
、
親
や
先
生
は
神
経
を
と
が
ら

せ
る
必
要
は
な
い
。
一
部
の
唄
の
言
葉
に
は
意
味
が
な
く
、
た
だ
リ
ズ
ム

が
い
い
か
ら
子
ど
も
に
好
ま
れ
る
。
し
か
し
、
ス
ト
レ
ス
発
散
、
お
も
し

ろ
さ
も
悪
口
唄
を
歌
う
理
由
だ
」
と
述
べ
て
い
る
（
楊　
二
〇
〇
一
）。

以
上
の
先
行
研
究
を
要
約
す
れ
ば
、
多
く
の
評
者
が
、
悪
口
唄
は
子
ど

も
の
成
長
に
悪
い
と
思
っ
て
お
り
、
悪
口
唄
は
間
違
っ
た
価
値
観
を
教
え
、

人
生
に
悪
い
影
響
を
与
え
、
子
ど
も
を
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
人
、
不
真
面
目
な
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人
に
す
る
も
の
と
主
張
し
て
お
り
、
一
部
の
評
者
が
、
悪
口
唄
を
歌
う
こ

と
は
自
己
主
張
、
感
情
解
放
、
ス
ト
レ
ス
発
散
、
ユ
ー
モ
ア
感
受
な
ど
の

意
味
を
持
ち
、
子
ど
も
の
観
察
力
や
創
造
力
、
ユ
ー
モ
ア
感
覚
を
反
映
す

る
と
主
張
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
悪
口
唄
の
一
般
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
よ

く
な
い
。「
子
ど
も
の
精
神
の
健
康
を
損
な
い
、
民
族
や
国
の
未
来
を
影
響

す
る
」
と
い
っ
た
指
摘
も
あ
り
、
国
益
に
反
す
る
も
の
と
し
て
、
極
力
避

け
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
子
ど
も
の
悪
口
唄
に
関
す
る
日
本
の
主
な
文
献
資
料
と
し
て
、
古

く
は
岡
本
昆
石
編
『
あ
づ
ま
流
行
時
代
子
供
う
た
』（
一
八
九
四
）
に
幕
末
の

江
戸
士
族
の
子
ど
も
の
悪
口
唄
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
近
年
で
は
、
川
崎
洋

『
日
本
の
遊
び
歌
』（
一
九
九
四
）
の
「
囃
し
歌
」
と
い
う
章
に
数
多
く
記
録

さ
れ
、
川
崎
『
か
が
や
く
日
本
語
の
悪
態
』（
一
九
九
七
）
に
も
何
曲
か
収
載

さ
れ
て
い
る
。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
オ
ー
ピ
ー
夫
妻
が
、I Saw Esau: The 

Schoolchild’s Pocket Book

）
21
（

（
一
九
四
七
）、The People in the Playground.

（
一
九
九
三
） 等
の
中
に
子
ど
も
の
悪
口
唄
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。

鵜
野
祐
介
に
よ
る
と
、
日
本
だ
け
で
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
や
ア
メ
リ
カ
の

わ
ら
べ
う
た
に
も
暴
力
や
エ
ロ
ス
の
モ
チ
ー
フ
を
含
む
悪
口
唄
が
あ
る
が
、

大
切
な
の
は
、
親
は
悪
口
唄
が
「
さ
か
さ
ま
の
世
界
」
で
だ
け
通
用
す
る

こ
と
を
教
え
、
子
ど
も
が
大
人
た
ち
の
目
の
届
か
な
い
所
、
ま
た
は
大
人

世
界
の
〈
す
き
間
〉
に
お
い
て
、
自
分
の
う
た
や
遊
び
を
存
分
に
楽
し
め

る
時
間
や
場
所
を
確
保
し
て
や
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
子
ど
も
は

「
正
し
い
世
界
（
＝
現
実
世
界
）」
と
「
さ
か
さ
ま
の
世
界
」
と
い
う
二
つ

の
世
界
を
行
き
来
し
て
、
バ
ラ
ン
ス
を
保
っ
て
生
き
生
き
と
過
ご
す
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
（
鵜
野　
二
〇
〇
〇
：
一
〇
二
）。
つ
ま
り
、
悪
口
唄
は

世
界
中
の
子
ど
も
た
ち
の
な
か
で
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
の
生

き
生
き
と
し
た
生
活
に
貢
献
し
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

中
国
に
は
、
子
ど
も
だ
け
で
な
く
、
大
人
の
民
謡
の
中
に
も
悪
口
唄
が
あ

る
。
例
え
ば
、
遼
寧
省
庄
河
県
に
は
、「
酔
っ
払
っ
て
妻
を
殴
っ
て
、
妻
が

死
ん
だ
ら
、
商
売
し
て
お
金
を
稼
い
で
、
新
し
い
嫁
を
迎
え
る）

22
（

」
と
い
う
唄

が
あ
る
（
遼　
一
九
八
七
：
二
一
）。
広
東
省
梅
州
市
に
は
、「
お
ま
え
の
家

は
ト
イ
レ
の
上
に
建
て
替
え
た
。
春
節
の
日
に
腐
っ
た
豚
肉
し
か
食
べ
ら
れ

な
か
っ
た
。
お
ま
え
の
提
灯
は
ぼ
ろ
ぼ
ろ
、
服
は
紙
で
で
き
て
、
お
椀
は
お

ま
る
だ）

23
（

」
と
い
う
唄
が
あ
る
（
粤　
一
九
八
一
：
一
七
五
）。
悪
口
唄
は
子

ど
も
の
な
か
で
も
大
人
の
な
か
で
も
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

筆
者
の
考
え
で
は
、
悪
口
唄
は
決
し
て
胡
桂
勤
の
言
う
よ
う
な
、「
子
ど

も
の
精
神
の
健
康
を
損
な
い
、
民
族
や
国
の
未
来
に
影
響
す
る
」（
胡　

 

二
〇
一
三
：
六
）
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
子
ど
も
も
大
人
も
、
現
実
世

界
に
疲
れ
る
と
、
悪
口
唄
の
世
界
で
ス
ト
レ
ス
を
発
散
し
、
ま
た
現
実
世

界
に
戻
り
、
力
強
く
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

仮
説
を
、
次
節
以
下
に
お
い
て
、
子
ど
も
の
悪
口
唄
の
実
例
の
分
析
を
通

し
て
検
証
し
て
み
た
い
。

三
．
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
集
め
た
子
ど
も
の
悪
口
唄
の
特
徴

二
〇
二
一
年
六
月
、
筆
者
は
二
四
人
の
知
り
合
い
に
メ
ー
ル
な
ど
を
用
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い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
調
査
を
行
い
、
主
に
以
下
の
三
つ
の
質
問
を
し
た
。

「
子
ど
も
の
こ
ろ
、
ど
ん
な
悪
口
唄
を
歌
い
ま
し
た
か
」「
な
ぜ
そ
ん
な
唄

を
歌
っ
た
と
思
い
ま
す
か
」「
悪
口
唄
の
意
味
は
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
」。

二
四
人
の
内
訳
は
以
下
の
通
り
。

・
性
：
男
性
一
二
人
、
女
性
一
二
人
。

・
年
代
：
二
十
代
一
六
人
、
三
十
代
四
人
、
四
十
代
一
人
、
五
十
代
三
人
。

・ 

民
族
：
漢
民
族
二
〇
人
、
少
数
民
族
四
人
（
白
族
、
土
家
族
、
チ
ベ
ッ
ト

族
、
満
族
）。

・ 

地
域
：
四
川
省
八
人
、
江
蘇
省
三
人
、
河
北
省
三
人
、
河
南
省
二
人
、
浙

江
省
二
人
、
上
海
市
二
人
、
湖
南
省
一
人
、
吉
林
省
一
人
、
黒
龍
江
省
一

人
、
広
西
省
一
人
。

回
答
と
し
て
六
八
曲
の
悪
口
唄
が
寄
せ
ら
れ
た
。
筆
者
は
そ
れ
ら
を
一
二

テ
ー
マ
（
①
相
手
の
属
性
、
②
相
手
の
外
見
、
③
相
手
の
行
為
、
④
相
手
の

家
族
、
⑤
唱
歌
、
漢
詩
の
替
え
唄
、
⑥
数
え
唄
、
⑦
食
べ
物
、
⑧
動
物
、
⑨

排
泄
、
⑩
自
分
、
⑪
兄
弟
、
⑫
政
治
）
に
分
け
、
そ
の
特
徴
を
ま
と
め
た
。

①　
一
句
が
五
音
や
七
音
か
ら
成
る
唄
や
押
韻
の
唄
が
多
い
。

日
本
語
と
異
な
り
、
中
国
語
は
基
本
的
に
一
つ
の
漢
字
が
一
つ
の
音
節

と
対
応
し
て
い
る
。
漢
詩
に
は
、
一
句
が
五
字
か
ら
成
る
「
五
言
詩
」
や

七
字
か
ら
成
る
「
七
言
詩
」
が
多
い
。
筆
者
が
集
め
た
六
八
曲
の
悪
口
唄

に
は
、
五
音
の
唄
が
二
四
曲
、
七
音
の
曲
が
一
二
曲
あ
り
、
半
分
以
上
を

占
め
て
い
る
。
五
音
や
七
音
が
混
ざ
る
唄
や
、
空
白
を
入
れ
て
五
音
や
七

音
に
す
る
唄
も
あ
る
。
漢
詩
の
替
え
唄
も
多
く
あ
り
、
漢
詩
の
リ
ズ
ム
感

の
影
響
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
全
て
の
悪
口
唄
の
句
の
末
尾
は
韻
を
踏
ん
で
い
る
。
漢
詩
の
よ

う
に
第
一
、二
、四
句
の
末
尾
で
同
じ
韻
を
踏
ん
で
い
る
唄
が
あ
り
、
最
初

か
ら
最
後
ま
で
同
じ
韻
を
踏
ん
で
い
る
唄
や
何
回
も
脚
韻
を
変
え
る
唄
も

あ
る
。
悪
口
唄
は
漢
詩
の
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
よ
り

多
く
の
種
類
を
生
み
出
し
た
。
音
節
や
押
韻
の
ル
ー
ル
は
漢
詩
よ
り
緩
く
、

さ
ら
に
自
由
な
表
現
が
で
き
る
。
小
泉
文
夫
は
「
わ
ら
べ
う
た
を
対
象
に

と
っ
て
調
べ
て
み
る
と
、
じ
つ
は
も
っ
と
も
基
本
的
な
日
本
音
楽
の
特
徴

が
、
音
階
に
し
て
も
リ
ズ
ム
に
し
て
も
、
よ
り
は
っ
き
り
と
捉
え
ら
れ
る
」

と
述
べ
て
い
る
が
（
小
泉　
一
九
八
六
：
九
）、
中
国
の
わ
ら
べ
う
た
に
も

漢
詩
の
リ
ズ
ム
が
反
映
さ
れ
て
い
る
。

②　
時
代
や
文
化
の
違
い
や
離
れ
た
距
離
を
越
え
て
伝
承
さ
れ
る
唄
が
あ
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
結
果
を
見
る
と
、
異
な
る
世
代
が
全
く
同
じ
唄
を
歌

う
こ
と
や
、
距
離
的
に
離
れ
、
異
な
る
文
化
を
持
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
同

じ
唄
が
伝
承
さ
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
例
え
ば
、「
一
二
三
四
五
、
山
に

登
っ
て
虎
を
撃
つ
）
24
（

」
と
い
う
唄
は
二
十
代
、
三
十
代
、
五
十
代
の
人
に
歌

わ
れ
る
。
一
年
生
か
ら
六
年
生
を
順
に
か
ら
か
う
唄
は
四
川
省
、
湖
南
省
、

河
北
省
や
浙
江
省
で
伝
承
さ
れ
、
四
川
省
ア
バ
・
チ
ベ
ッ
ト
族
チ
ャ
ン
族

自
治
州
で
も
伝
承
さ
れ
る
。
小
さ
な
違
い
が
あ
る
が
、
そ
の
内
容
が
だ
い

た
い
同
じ
で
あ
る
。
四
川
省
か
ら
浙
江
省
ま
で
一
八
〇
〇
km
ぐ
ら
い
が
あ
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り
、
少
数
民
族
自
治
州
の
文
化
や
言
葉
が
異
な
っ
て
い
る
が
、
同
じ
唄
が

伝
承
さ
れ
る
。
小
泉
文
夫
は
日
本
全
国
で
わ
ら
べ
う
た
調
査
を
す
る
と
、

北
海
道
や
青
森
と
鹿
児
島
や
沖
縄
は
、
距
離
的
に
離
れ
、
自
然
や
文
化
的

環
境
が
異
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
共
通
す
る
わ
ら
べ
う
た
が
多

い
こ
と
に
気
づ
い
た
（
同
上　
一
二
七
）。
同
じ
わ
ら
べ
う
た
が
全
国
で
広

く
伝
承
さ
れ
る
こ
と
は
、
中
国
で
も
日
本
で
も
見
ら
れ
る
。

③　
時
代
の
変
化
が
感
じ
ら
れ
る
。

二
〇
代
と
五
〇
代
の
回
答
者
の
食
べ
物
に
関
す
る
唄
を
比
較
し
て
み
る

と
、
中
国
の
経
済
発
展
が
感
じ
ら
れ
る
。「
に
ん
じ
ん
は
甘
い
。
春
節
は
す

ぐ
来
る
。
子
ど
も
は
肉
を
食
べ
た
い
が
、
お
父
さ
ん
は
お
金
が
な
い
。
よ

だ
れ
を
飲
ん
で
、
唇
を
舐
め
る）

25
（

」、
こ
れ
は
五
〇
代
の
女
性
か
ら
聞
い
た
唄

で
あ
る
。
一
九
七
〇
年
代
の
中
国
は
貧
し
く
、
多
く
の
人
は
春
節
の
日
に

し
か
肉
を
食
べ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
子
ど
も
が
多
い
家
庭
で
は
、

春
節
の
日
で
も
肉
の
代
わ
り
に
野
菜
を
食
べ
た
。
こ
の
唄
が
描
い
た
よ
う

に
、「
肉
を
買
う
お
金
が
な
く
、
春
節
に
に
ん
じ
ん
を
食
べ
る
」
こ
と
は
よ

く
あ
る
こ
と
だ
っ
た
で
あ
ろ
う
。

二
〇
代
の
五
人
か
ら
聞
い
た
唄
は
そ
れ
と
異
な
る
。「
お
か
ゆ
、
さ
ら
さ

ら
。
漬
物
、
さ
く
さ
く）

26
（

」「
夕
暮
れ
の
風
が
そ
よ
そ
よ
と
澎
湖
湾
に
吹
き
渡

り
、
白
い
水
で
麺
を
茹
で
る
。
醤
油
は
な
い
け
れ
ど
、
塩
を
た
く
さ
ん
入
れ

る
と
お
い
し
い）

27
（

」「
日
は
香
炉
を
照
ら
し
て
紫
煙
を
生
ず
、李
白
は
北
京
ダ
ッ

ク
の
店
に
来
る
。
よ
だ
れ
を
三
千
尺
垂
ら
し
、
ポ
ケ
ッ
ト
を
触
っ
た
ら
お
金

は
な
い）

28
（

」「
ド
ド
ド
、
甘
い
お
か
ゆ
を
買
う
。
三
斤
の
く
る
み
、
四
斤
の
殻
。

お
ま
え
の
く
る
み
を
食
べ
て
、
お
ま
え
に
殻
を
返
す
）
29
（

」。
二
一
世
紀
初
頭
、

中
国
の
経
済
が
発
展
し
て
、
肉
を
食
べ
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
難
し
く
な
く

な
っ
た
。
し
か
し
、
今
日
ほ
ど
に
は
発
展
し
て
お
ら
ず
、
さ
ら
さ
ら
の
お
か

ゆ
と
漬
物
、
水
だ
け
で
具
を
入
れ
な
い
麺
を
食
べ
た
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

一
九
七
〇
年
代
の
子
は
「
肉
を
食
べ
た
い
」
に
対
し
て
、
二
一
世
紀
初
頭
の

子
に
と
っ
て
値
段
が
高
い
北
京
ダ
ッ
ク
を
食
べ
る
こ
と
や
、
甘
い
お
か
ゆ
を

飲
み
、
腹
い
っ
ぱ
い
く
る
み
を
食
べ
る
こ
と
が
憧
れ
に
な
っ
て
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
変
化
は
経
済
の
発
展
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。

政
治
に
関
す
る
唄
も
時
代
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
。
一
九
六
六
年
か
ら

一
九
七
六
年
ま
で
、「
封
建
的
文
化
、
資
本
主
義
文
化
を
批
判
し
、
新
し
い

社
会
主
義
文
化
を
創
る
」
こ
と
を
目
標
と
す
る
文
化
大
革
命
が
あ
っ
た
。

五
十
代
の
女
性J

さ
ん
は
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
を
打
倒
せ
よ）

30
（

」
と
い
う
唄

を
歌
っ
た
。
一
九
九
一
年
に
ソ
連
が
崩
壊
し
、
二
〇
世
紀
末
か
ら
二
一
世
紀

初
頭
ま
で
東
欧
諸
国
が
相
次
い
で
北
大
西
洋
条
約
機
構
へ
の
加
盟
を
申
請

し
、
北
大
西
洋
条
約
機
構
の
東
方
拡
大
に
対
し
て
中
国
が
警
戒
し
た
。
当
時

中
学
校
に
い
る
Ａ
さ
ん
（
二
〇
代
）
は
「
お
れ
は
北
大
西
洋
条
約
機
構
を
爆

破
す
る
、
そ
の
機
構
は
ば
か
ば
か
し
い
か
ら）

31
（

」
と
歌
っ
た
。
二
〇
〇
三
年
に

イ
ラ
ク
戦
争
が
始
ま
り
、
三
年
後
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
の
死
刑
が
執
行
さ
れ

た
。
当
時
高
校
に
入
っ
た
ば
か
り
の
Ｈ
さ
ん
（
三
〇
代
）
は
「
我
が
家
は
黄

土
の
長
い
坂
に
あ
り
、
サ
ダ
ム
（
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
）
は
お
れ
の
従
兄
だ
。

ブ
ッ
シ
ュ
・
シ
ニ
ア
も
ブ
ッ
シ
ュ
・
ジ
ュ
ニ
ア
も
、
お
れ
に
か
か
っ
て
は
全

く
お
手
上
げ
だ）

32
（

」
と
歌
っ
た
。
小
泉
文
夫
に
よ
る
と
、
日
本
の
わ
ら
べ
う
た

に
も
「
太
田
ド
カ
ン
が
は
れ
つ
し
て
、
山
か
ら
さ
い
ふ
が
コ
ロ
ン
ブ
ス
。
サ
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イ
フ
の
中
は
ナ
イ
チ
ン
ゲ
ー
ル
、
お
や
じ
の
ふ
ん
ど
し
、
マ
ッ
ク
ミ
ラ
ン
」

と
い
う
非
常
に
時
事
的
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
（
同
上　
一
五
一
）。
日
本

で
も
中
国
で
も
悪
口
唄
は
時
代
を
反
映
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

④　
男
女
差
が
見
ら
れ
る
。

潘
健
ら
は
、
江
蘇
省
通
州
市
の
西
亭
小
学
校
で
、
一
〇
〇
人
の
児
童
に

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
悪
口
唄
を

歌
う
男
の
子
が
六
二・
七
九
パ
ー
セ
ン
ト
に
対
し
て
、
女
の
子
は

三
七・二
一
パ
ー
セ
ン
ト
と
、
悪
口
唄
の
伝
承
者
は
主
に
男
の
子
で
あ
る
と

結
論
づ
け
た
（
潘
ほ
か　

二
〇
〇
五
：
一
〇
―
一
三
）。
筆
者
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
の
結
果
を
見
る
と
、
女
性
の
唄
よ
り
、
男
性
の
唄
の
方
が
過
激
か

つ
直
接
的
で
あ
り
、
エ
ロ
テ
ィ
ッ
ク
な
表
現
や
、
排
泄
や
政
治
に
関
す
る

表
現
が
よ
り
多
く
見
ら
れ
る
。

例
え
ば
、
二
〇
代
女
性
の
唄
で
は
「
六
年
の
恋
人
た
ち
は
一
緒
に
ベ
ッ

ド
に
寝
る
）
33
（

」
だ
け
で
あ
る
が
、
二
十
代
男
性
の
唄
で
は
「
床
前
明
月
の
光
、

床
に
二
足
の
靴
が
あ
る
。
ベ
ッ
ド
の
上
に
男
と
女
が
い
て
、
そ
の
ど
ち
ら

か
が
お
ま
え
だ）

34
（

」、「
パ
ン
ツ
一
丁
で
桃
花
島
に
来
た
。
紫
薇
（
中
国
の
女

優
）
が
シ
ャ
ワ
ー
を
浴
び
て
い
る
の
を
見
た
）
35
（

」
と
歌
わ
れ
る
。
排
泄
に
関

す
る
二
〇
代
女
性
の
唄
で
は
「
お
な
ら
」
だ
け
で
あ
る
が
、
二
〇
代
男
性

の
唄
で
は
「
黄
河
の
両
岸
を
跨
い
で
、
手
に
は
秘
密
の
資
料
を
持
っ
て
い

る
。
前
方
か
ら
は
機
銃
掃
射
が
、
後
方
か
ら
は
大
砲
が
発
射
す
る）

36
（

」
と
い

う
、
脱
糞
す
る
様
子
を
描
写
し
た
な
ぞ
な
ぞ
や
、「
夕
暮
れ
の
風
が
そ
よ
そ

よ
と
ト
イ
レ
に
吹
き
渡
り
、
ハ
エ
が
尻
の
穴
に
押
し
寄
せ
る
。
ト
イ
レ
ッ

ト
ペ
ー
パ
ー
が
な
く
て
ど
う
し
よ
う
、
手
で
尻
の
穴
を
拭
こ
う）

37
（

」
と
い
う
、

下
品
な
描
写
も
あ
る
。
二
〇
代
や
三
〇
代
の
女
性
の
唄
に
は
政
治
に
関
す

る
も
の
が
な
い
が
、
同
じ
年
代
の
男
性
唄
に
は
、「
北
大
西
洋
条
約
機
構
を

爆
破
す
る
」
や
「
サ
ダ
ム
は
お
れ
の
従
兄
だ
」
と
い
っ
た
、
過
激
で
大
胆

な
言
葉
が
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
男
女
差
が
見
ら
れ
る
。

四
．
子
ど
も
の
悪
口
唄
の
機
能

鵜
野
祐
介
は
日
本
に
お
け
る
子
ど
も
の
悪
口
唄
に
つ
い
て
、
そ
の
人
間

学
的
意
味
を
、
Ａ
．
フ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
（
欲
求
不
満
）
や
リ
ビ
ド
ー

（
性
的
衝
動
）
の
解
放
、
Ｂ
．
大
人
（
文
化
・
社
会
）
へ
の
関
心
・
憧
憬
、

Ｃ
．
連
帯
感
（
仲
間
意
識
）
の
創
出
、
Ｄ
．
マ
ジ
ョ
リ
テ
ィ
（
社
会
的
強

者
・
優
位
者
）
へ
の
異
議
申
し
立
て
、
Ｅ
．
言
葉
の
バ
ト
ル
の
楽
し
さ
の

体
感
、
の
五
点
に
ま
と
め
て
い
る
（
鵜
野　
二
〇
一
九
：
八
）。

筆
者
の
行
っ
た
中
国
人
二
四
人
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
お
い
て
、
ま
ず

「
な
ぜ
悪
口
唄
を
歌
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
へ
の
回
答
に
は
「
お
も
し
ろ

い
」（
一
八
人
）、「
リ
ズ
ム
が
よ
く
て
覚
え
や
す
い
」（
一
四
人
）、「
み
ん

な
が
歌
う
か
ら
私
も
歌
う
」（
五
人
）、「
友
だ
ち
と
の
交
流
」（
二
人
）、「
歌

を
通
し
て
不
満
を
言
う
」（
二
人
）、「
学
校
生
活
の
楽
し
み
」（
二
人
）、「
好

奇
心
が
強
く
て
す
ぐ
に
覚
え
る
」（
一
人
）、「
ほ
か
の
子
に
教
え
て
自
慢
す

る
」（
一
人
）、「
け
ん
か
す
る
と
き
悪
口
唄
は
の
の
し
り
言
葉
よ
り
勢
い
が

い
い
」（
一
人
）、「
日
常
生
活
に
近
い
」（
一
人
）、「
つ
ま
ら
な
い
漢
詩
や

漢
文
を
お
も
し
ろ
く
す
る
」（
一
人
）、「
悪
口
唄
を
た
く
さ
ん
聞
け
る
環
境
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に
育
て
ら
れ
る
」（
一
人
）
が
あ
っ
た
。

次
に
、「
悪
口
唄
の
意
味
は
な
ん
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対

し
て
、「
子
ど
も
の
楽
し
み
」（
八
人
）、「
意
味
は
な
い
」（
五
人
）、「
一
部

の
唄
に
は
意
味
が
あ
る
が
多
く
の
唄
に
は
な
い
」（
二
人
）、「
子
ど
も
は
歌

を
通
し
て
自
分
の
気
持
ち
を
伝
え
る
」（
二
人
）、「
友
だ
ち
と
の
交
流
」（
二

人
）、「
一
つ
の
集
団
に
属
す
る
証
し
」（
二
人
）、「
友
だ
ち
を
作
る
方
法
」

（
二
人
）、「
子
ど
も
の
文
化
」（
一
人
）、「
つ
ま
ら
な
い
漢
詩
や
漢
文
を
お

も
し
ろ
く
す
る
」（
一
人
）、「
子
ど
も
の
記
憶
力
と
話
す
能
力
を
鍛
え
る
」

（
一
人
）、「
唄
と
遊
び
を
組
み
合
わ
せ
る
と
さ
ら
に
楽
し
い
」（
一
人
）、「
子

ど
も
の
成
長
に
よ
く
な
い
」（
一
人
）
と
い
っ
た
回
答
が
寄
せ
ら
れ
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
質
問
へ
の
回
答
を
見
る
と
、
鵜
野
の
指
摘
と
ほ
ぼ
同
じ

傾
向
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
、
前
述
の
特
徴
か
ら
そ
れ
以

外
の
機
能
、
す
な
わ
ち
子
ど
も
に
と
っ
て
の
悪
口
唄
を
歌
う
こ
と
の
意
味

も
見
え
て
く
る
。

①　
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
新
し
い
も
の
を
創
造
す
る
力
を
身
に
つ
け
る
。

前
述
し
た
よ
う
に
、
悪
口
唄
に
は
一
句
が
五
音
や
七
音
か
ら
成
る
も
の
や

押
韻
の
も
の
は
多
い
。
小
泉
文
夫
は
、「
音
楽
、
と
り
わ
け
リ
ズ
ム
と
い
う

も
の
は
、
人
び
と
の
生
活
様
式
や
環
境
と
の
関
係
が
密
接
な
も
の
で
す
」
と

述
べ
て
い
る
（
小
泉　
一
九
八
六
：
一
一
一
）。
中
国
の
子
ど
も
は
小
学
校

一
年
か
ら
漢
詩
の
勉
強
を
始
め
る
。
そ
の
た
め
、
悪
口
唄
の
リ
ズ
ム
も
漢
詩

に
よ
く
あ
る
「
五
言
詩
」
と
「
七
言
詩
」、
第
一
、二
、四
句
の
末
尾
で
同
じ

韻
を
踏
ん
で
い
る
こ
と
に
影
響
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
悪
口
唄

は
漢
詩
よ
り
ル
ー
ル
が
緩
く
、
五
音
や
七
音
が
混
ざ
る
唄
、
空
白
を
入
れ
て

五
音
や
七
音
に
す
る
唄
、
最
初
か
ら
最
後
ま
で
同
じ
韻
を
踏
ん
で
い
る
唄
や

何
回
も
脚
韻
を
変
え
る
唄
な
ど
様
々
な
種
類
が
あ
る
。
中
国
の
子
ど
も
は
悪

口
唄
を
通
し
て
中
国
語
の
伝
統
的
な
リ
ズ
ム
を
身
に
つ
け
な
が
ら
、
そ
れ
に

基
づ
い
て
新
し
い
リ
ズ
ム
を
作
り
出
し
て
い
る
。
伝
統
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら

新
し
い
も
の
を
創
造
す
る
力
を
身
に
つ
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。

②　
時
事
を
知
る
。

中
国
一
九
七
〇
年
代
の
唄
に
は
「
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
を
打
倒
せ
よ
」

と
い
う
文
化
大
革
命
を
反
映
す
る
も
の
が
あ
る
。
二
一
世
紀
初
頭
の
唄
に

は
北
大
西
洋
条
約
機
構
、
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
、
ブ
ッ
シ
ュ
・
シ
ニ
ア
や

ブ
ッ
シ
ュ
・
ジ
ュ
ニ
ア
が
出
て
き
て
、
い
ず
れ
も
時
事
問
題
を
反
映
し
て

い
る
。
子
ど
も
は
悪
口
唄
を
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
当
時
社
会
の
出
来
事
が

わ
か
り
、
政
治
の
世
界
に
も
「
入
門
」
す
る
と
言
え
る
。

③　
楽
し
み
な
が
ら
前
向
き
な
態
度
を
身
に
つ
け
る
。

悪
口
唄
を
歌
う
理
由
と
し
て
、
回
答
者
二
四
人
中
一
八
人
が
「
お
も
し

ろ
い
か
ら
」
と
答
え
、
二
人
が
「
学
校
生
活
の
楽
し
み
だ
か
ら
」
と
答
え

た
。
ま
た
悪
口
唄
を
歌
う
意
味
と
し
て
、
八
人
が
「
子
ど
も
の
楽
し
み
」

と
答
え
た
。「
お
も
し
ろ
い
こ
と
」
や
「
楽
し
い
こ
と
」
が
、
子
ど
も
が
悪

口
唄
を
歌
う
一
番
の
理
由
で
あ
る
。
Ａ
さ
ん
は
「
学
校
で
朝
か
ら
晩
ま
で

ず
っ
と
勉
強
し
て
、
つ
ま
ら
な
い
し
、
ほ
か
に
楽
し
み
は
な
い
。
だ
か
ら

お
も
し
ろ
い
唄
を
歌
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
」
と
述
べ
、
Ｓ
さ
ん
は
「
授
業
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日
に
一
〇
分
間
の
休
み
は
短
く
て
、
下
の
運
動
場
に
行
け
な
い
。
唄
を
歌

わ
な
け
れ
ば
つ
ま
ら
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
Ａ
さ
ん
と
Ｓ
さ
ん
の
他
に
、

三
人
が
「
漢
詩
や
漢
文
は
つ
ま
ら
な
い
の
で
、
お
も
し
ろ
い
唄
に
し
て
楽

し
ん
で
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
重
圧
の
か
か
る
学
業
の
下
、
子
ど
も
は

一
生
懸
命
楽
し
み
を
探
し
て
い
る
。
難
し
い
漢
詩
や
漢
文
を
数
多
く
覚
え

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
で
、
そ
れ
を
お
も
し
ろ
い
悪
口
唄
に
し
て
歌
う
。

長
く
詰
め
込
み
教
育
が
メ
イ
ン
で
、
受
験
競
争
が
激
し
い
中
国
で
は
、
悪

口
唄
は
子
ど
も
の
ス
ト
レ
ス
発
散
の
方
法
と
な
り
、
子
ど
も
の
心
の
健
康

を
保
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
ま
た
、
一
九
七
〇
年
代
の
中
国
で
は
食
べ
物

が
足
り
な
く
て
も
、
子
ど
も
た
ち
は
「
子
ど
も
は
肉
を
食
べ
た
い
が
、
お

父
さ
ん
は
お
金
が
な
い
。
よ
だ
れ
を
飲
ん
で
、
唇
を
舐
め
る
」
と
歌
っ
て

楽
し
ん
で
い
る
。
ど
の
よ
う
な
困
難
が
あ
っ
て
も
、
子
ど
も
は
前
向
き
な

態
度
を
取
り
、
唄
を
歌
っ
て
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
。
悪
口
唄
か
ら
、
ど

の
よ
う
な
環
境
で
も
楽
し
め
る
子
ど
も
の
強
い
生
命
力
が
感
じ
ら
れ
る
。

④　
感
性
や
想
像
力
が
伸
長
す
る
。

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
の
結
果
を
見
る
と
、
大
人
が
見
れ
ば
な
に
も
考
え
な
い

か
も
し
れ
な
い
も
の
を
、
子
ど
も
は
様
々
な
場
面
を
想
像
し
て
楽
し
ん
で

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
丸
い
頭
を
見
る
と
そ
れ
は
ボ
ー
ル
の
よ
う
で
、蹴
っ

た
ら
ど
う
だ
ろ
う
と
考
え
、「
〇
〇
さ
ん
の
頭
、
ボ
ー
ル
み
た
い
。
そ
れ
を

蹴
っ
た
ら
、
ボ
ー
ル
は
デ
パ
ー
ト
に
転
が
っ
た
。
デ
パ
ー
ト
で
ボ
ー
ル
が

販
売
さ
れ
た
が
、〇
〇
さ
ん
の
頭
だ
っ
た）

38
（

」
と
歌
う
。
和
式
の
便
所
を
「
黄

河
の
両
岸
」、
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
を
「
秘
密
の
資
料
」、
排
泄
物
を
「
機

銃
」
と
「
大
砲
」
に
例
え
る
な
ぞ
な
ぞ
も
あ
り
、
ト
イ
レ
に
行
く
こ
と
を

戦
争
の
場
面
と
し
て
想
像
し
て
い
る
。
子
ど
も
は
悪
口
唄
を
創
作
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
感
性
や
想
像
力
が
伸
び
る
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤　
言
葉
を
習
得
し
記
憶
力
が
強
化
さ
れ
る
。

回
答
者
二
四
人
中
一
四
人
が
「
リ
ズ
ム
が
よ
く
て
覚
え
や
す
い
」
た
め
、

悪
口
唄
を
歌
う
と
答
え
て
い
る
。
川
崎
洋
は
、「
悪
態
に
は
、
擬
声
語
・
擬

態
語
の
よ
う
に
、
意
味
よ
り
音
声
の
響
き
に
重
き
を
お
か
れ
る
一
面
が
あ

り
ま
す
。
も
と
も
と
言
葉
は
意
味
だ
け
で
な
く
、
音
声
そ
の
も
の
が
大
き

な
力
と
な
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
（
川
崎　
一
九
九
七
：
四
）。
子
ど
も

は
悪
口
唄
の
意
味
よ
り
、
音
声
の
響
き
や
リ
ズ
ム
を
楽
し
ん
で
い
る
と
考

え
ら
れ
る
。
二
人
が
「
唄
の
内
容
を
あ
ま
り
理
解
で
き
な
い
が
、
ほ
か
の

子
が
歌
い
、
私
も
歌
う
」
と
言
い
、
一
人
は
悪
口
唄
を
歌
う
こ
と
の
意
味

が
「
子
ど
も
の
記
憶
力
と
話
し
能
力
を
鍛
え
る
」
こ
と
だ
と
答
え
て
い
る
。

子
ど
も
は
悪
口
唄
を
通
し
て
言
葉
を
習
得
す
る
。
最
初
は
リ
ズ
ム
が
い
い

た
め
唄
を
覚
え
、
そ
の
意
味
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
歌
う
う
ち
に
自
然

と
語
彙
を
身
に
つ
け
る
。
例
え
ば
、「
デ
パ
ー
ト
」
と
い
う
言
葉
が
わ
か
ら

な
い
子
は
、「
〇
〇
さ
ん
の
頭
、
ボ
ー
ル
み
た
い
。
そ
れ
を
蹴
っ
た
ら
、

ボ
ー
ル
は
デ
パ
ー
ト
に
転
が
っ
た
。
デ
パ
ー
ト
で
ボ
ー
ル
が
販
売
さ
れ
た

が
、
そ
れ
は
〇
〇
さ
ん
の
頭
だ
っ
た
」
と
い
う
唄
を
聞
く
と
、「
デ
パ
ー
ト

は
も
の
を
売
る
場
所
だ
」
と
わ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
子
ど
も
は
悪
口
唄

を
数
多
く
覚
え
る
こ
と
で
、
語
彙
が
増
え
、
記
憶
力
も
高
ま
る
。
特
に
数

え
唄
を
覚
え
る
と
、
数
字
や
数
え
方
が
わ
か
る
。
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⑥　
社
会
的
ル
ー
ル
や
生
き
方
を
学
習
す
る
。

悪
口
唄
は
大
人
に
敬
遠
さ
れ
る
が
、
そ
の
一
部
に
は
教
育
的
意
味
が
あ

る
。
Ｇ
さ
ん
は
「『
ね
ず
み
が
ラ
ン
プ
に
登
っ
た
。
灯
油
を
こ
っ
そ
り
食
べ

た
後
、
降
り
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た）

39
（

』。
こ
の
唄
は
、
他
人
の
も
の
を
勝

手
に
取
っ
ち
ゃ
だ
め
、
貪
欲
だ
っ
た
ら
だ
め
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
か
も

し
れ
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
Ｊ
さ
ん
に
よ
る
と
、「『
お
金
を
借
り
て
返

さ
な
い
や
つ
、
尻
の
穴
は
南
に
向
け
る
。
お
金
を
借
り
て
返
さ
な
い
や
つ
、

尻
の
穴
は
北
に
向
け
る）

40
（

』
は
、
お
金
を
借
り
た
ら
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
。『
一
日
勉
強
し
な
い
と
、
劉
少
奇
（
中
国
の
政

治
家
）
に
負
け
る）

41
（

』
は
勉
強
の
重
要
性
を
教
え
る
」
と
い
う
。

子
ど
も
は
悪
口
唄
で
人
生
の
生
き
方
も
学
べ
る
と
、
筆
者
は
考
え
る
。
子

ど
も
は
競
い
合
う
こ
と
を
好
む
。
ド
ア
に
入
る
と
き
、
誰
も
が
一
番
先
に
な

り
た
い
と
思
い
、「
長
子
は
飛
行
機
を
運
転
し
て
、
次
子
は
爆
弾
を
投
げ
る
。

三
子
は
足
が
速
く
て
逃
げ
た
が
、
四
子
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
っ
た）

42
（

」
と
走

り
な
が
ら
歌
い
、
最
後
の
子
を
か
ら
か
う
。
し
か
し
、
筆
者
が
小
さ
い
と
き
、

「
一
命
一
、
お
腹
が
大
き
い
、
変
な
子
ど
も
を
産
ん
だ
。
二
命
二
、
お
ま
る
。

三
命
三
、
役
人
に
な
っ
て
、
家
に
座
っ
て
ビ
ス
ケ
ッ
ト
を
食
べ
る）

43
（

」
と
い
う

唄
を
歌
い
、
一
番
先
に
な
る
子
を
か
ら
か
っ
た
。
誰
も
が
一
番
後
に
な
り
た

く
て
、
じ
っ
と
待
っ
て
ド
ア
に
入
ろ
う
と
し
な
い
。
子
ど
も
は
一
番
を
目
指

す
だ
け
で
は
な
く
、最
後
も
目
指
す
と
い
う
こ
と
が
興
味
深
い
。
こ
の
唄
は
、

「
み
ん
な
が
動
い
て
も
、
私
は
じ
っ
と
待
と
う
。
諦
め
ず
に
最
後
ま
で
頑
張

れ
ば
き
っ
と
勝
つ
」、「
最
後
に
な
る
こ
と
が
必
ず
負
け
を
意
味
す
る
わ
け
で

は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
教
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

潘
健
ら
が
西
亭
小
学
校
で
行
っ
た
調
査
の
結
果
を
見
る
と
、
悪
口
唄
を

歌
う
三
年
生
や
四
年
生
は
五
一・七
六
パ
ー
セ
ン
ト
で
、
五
年
生
や
六
年
生

は
七
二・五
一
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
（
潘
ほ
か　
二
〇
〇
五
：
一
一
）。
悪

口
唄
が
二
一
世
紀
初
頭
の
中
国
に
お
い
て
も
、
多
く
の
小
学
生
た
ち
に
歌

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
本
論
で
言
及
し
た
よ
う
に
、悪
口
唄
は
「
子

ど
も
の
精
神
の
健
康
を
損
な
い
、
民
族
や
国
の
未
来
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
」

（
胡　
二
〇
一
三
：
六
）
と
の
指
摘
が
見
ら
れ
た
が
、
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以

上
を
占
め
る
悪
口
唄
を
歌
う
小
学
五
、六
年
生
が
精
神
の
健
康
を
損
な
っ
て

い
る
と
は
到
底
思
え
な
い
し
、
ま
た
中
国
の
発
展
が
悪
口
唄
に
よ
っ
て
悪

影
響
を
受
け
る
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。

中
国
の
子
ど
も
は
悪
口
唄
を
歌
う
こ
と
を
通
し
て
、
中
国
語
の
伝
統
的

な
リ
ズ
ム
を
身
に
つ
け
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
新
し
い
リ
ズ
ム
を
創
造
す
る
。

社
会
の
出
来
事
が
わ
か
り
、
政
治
の
世
界
に
も
「
入
門
」
す
る
と
言
え
る
。

精
神
の
健
康
を
保
ち
、
困
難
を
乗
り
越
え
る
勇
気
を
も
ら
う
。
感
性
や
想

像
力
が
伸
び
、
語
彙
力
や
記
憶
力
が
高
ま
る
。
社
会
的
ル
ー
ル
や
生
き
方

を
身
に
つ
け
る
。
日
常
生
活
の
中
で
歌
う
悪
口
唄
に
よ
っ
て
身
に
つ
け
た

も
の
は
、
一
生
忘
れ
な
い
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

中
国
で
は
、
二
〇
二
一
年
五
月
か
ら
三
人
っ
子
政
策
が
、
ま
た
九
月
か

ら
は
小
中
学
生
の
「
宿
題
」
と
「
塾
通
い
」
の
二
つ
を
減
ら
す
「
双
減
政
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策
」
が
始
ま
り
、
子
ど
も
を
取
り
巻
く
環
境
が
大
き
く
変
わ
っ
た
。
こ
う

し
た
変
化
は
、
悪
口
唄
を
は
じ
め
と
す
る
わ
ら
べ
う
た
や
子
ど
も
た
ち
の

世
界
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
に
つ
い
て
注
目
し
て
い
き
た
い
。

ま
た
今
後
、「
絵
か
き
唄
」「
数
え
唄
」「
鬼
決
め
唄
」
な
ど
、
様
々
な

ジ
ャ
ン
ル
の
中
国
の
わ
ら
べ
う
た
の
特
徴
や
そ
の
機
能
（
意
味
）
に
関
す

る
研
究
や
、
わ
ら
べ
う
た
に
み
る
日
中
両
国
の
子
ど
も
文
化
の
比
較
研
究

等
を
行
っ
て
い
く
こ
と
を
期
し
て
い
る
。

注（
1
） 

梅
花
女
子
大
学
大
学
院
「
伝
承
児
童
文
学
特
殊
講
義
」（
授
業
担
当
者
：

鵜
野
祐
介
）

（
2
） 

一
年
级
的
偷
儿
二
年
级
的
贼
、
三
年
级
的
美
女
没
人
陪
、
四
年
级
的
帅

哥
超
社
会
、
五
年
级
的
情
书
满
天
飞
、
六
年
级
的
情
侣
成
双
对
。

（
3
） 

日
本
の
先
行
研
究
に
「
悪
態
」
と
い
う
名
称
を
使
う
も
の
が
あ
る
が
、

「
悪
態
」
に
は
唄
だ
け
で
な
く
、
言
葉
や
文
も
含
ま
れ
て
い
る
。
本
研

究
は
子
ど
も
が
歌
う
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
唄
に
限
定
す
る
た
め
、「
悪
口
唄
」

と
い
う
言
葉
を
用
い
る
。

（
4
） 

日
本
最
古
の
「
童
謡
」
は
『
日
本
書
紀
』（
七
二
〇
）
巻
二
四
に
あ
る

「
伊
波
能
杯
儞
、
古
佐
屢
渠
梅
野
矩
、
渠
梅
多
儞
母
、
多
礙
底
騰
裏
囉

栖
、
歌
麻
之
之
能
烏
膩
（
岩
の
上
に　
小
猿
米
焼
く　
米
だ
に
も　
食

げ
て
通
ら
せ　
山
羊
の
老
翁
）」
と
さ
れ
、
こ
の
詞
章
は
蘇
我
入
鹿
の

謀
略
に
対
す
る
山
背
王
へ
の
民
衆
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
盛
り
込
ん
だ
も
の

と
さ
れ
る
（
鵜
野　
二
〇
〇
〇
：
一
八
）。

（
5
） 

石
人
一
只
眼
、
挑
动
黄
河
天
下
反
。

（
6
） 

天
子
在
何
处
？
宅
在
赤
谷
口
。
天
子
是
阿
谁
？
非
猪
即
是
狗
。

（
7
） 

千
里
草
、
何
青
青
。
十
日
卜
、
不
得
生
。

（
8
） 

直
如
弦
、
死
道
边
。
曲
如
钩
、
反
封
侯
。

（
9
） 

太
岳
如
世
、
人
死
如
林
。
持
金
易
粟
、
贵
如
黄
金
。

（
10
） 

日
本
で
も
前
述
の
「
童
謡
」
は
「
わ
ざ
う
た
」
と
読
み
下
さ
れ
、
岡
部

弘
彦
に
よ
れ
ば
「
神
の
意
志
や
啓
示
の
込
め
ら
れ
た
歌
」
を
意
味
し
て

い
た
と
さ
れ
る
（
岡
部　
一
九
八
九
：
一
九
）。
ま
た
、「
お
っ
つ
う
御

一
つ
」
や
「
あ
ん
た
が
た
ど
こ
さ
」
の
よ
う
な
諷
喩
性
を
持
つ
わ
ら
べ

う
た
も
あ
る
（
鵜
野　
二
〇
〇
九
：
一
一
一
―
一
一
四
）。
こ
の
点
は
中

国
明
代
以
前
の
わ
ら
べ
う
た
と
共
通
す
る
。

（
11
） 

童
戏
者
好
以
两
手
持
绳
、
拂
地
而
却
上
跳
、
且
唱
曰
、
高
末
。

（
12
） 

元
和
小
儿
谣
云
、
打
麦
打
麦
三
三
三
、
乃
转
身
曰
、
舞
了
也
。

（
13
） 

日
本
で
は
子
ど
も
自
身
が
歌
っ
て
い
た
わ
ら
べ
う
た
は
、『
讃
岐
典
侍

日
記
』
に
あ
る
「
降
れ
降
れ
粉
雪　
た
ま
れ
粉
雪　
垣
や
木
の
股
に
」

（
一
一
〇
九
年
頃
）、『
梁
塵
秘
抄
』
に
あ
る
「
舞
へ
舞
へ
蝸
牛　
舞
は

ぬ
も
の
な
ら
ば　
馬
の
子
や
牛
の
子
に　
蹴
さ
せ
て
ん　
踏
み
破
ら
せ

て
ん　

ま
こ
と
に
美
し
く
舞
う
た
ら
ば　

華
の
園
ま
で
遊
ば
せ
ん
」

（
一
一
六
九
）
な
ど
が
散
見
さ
れ
る
（
鵜
野　
二
〇
〇
〇
：
一
八
）。

（
14
） 

阴
凉
阴
凉
过
河
去
、
日
头
日
头
过
山
来
。

（
15
） 
雨
地
雨
地
、
城
隍
土
地
。
雨
若
下
来
、
谢
了
土
地
。

（
16
） 
脚
驴
斑
斑
、
脚
踏
南
山
。
南
山
北
斗
、
养
活
家
狗
。
家
狗
磨
面
、
三
十

弓
箭
。
上
马
琵
琶
、
下
马
琵
琶
。
驴
蹄
马
蹄
、
缩
了
一
只
。

（
17
） 

日
本
最
古
の
わ
ら
べ
う
た
集
は
、
鳥
取
藩
士
・
野
間
義
学
が
因
幡
地
方

（
現
在
の
鳥
取
県
東
部
）
の
わ
ら
べ
う
た
を
集
め
た
「
筆
の
か
す
」
で
あ
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り
、
そ
の
写
本
『
古
今
童
謡
』（
c.
一
七
三
二
）
に
は
、
約
五
〇
編
の
わ

ら
べ
う
た
と
子
ど
も
の
遊
び
が
記
録
さ
れ
て
い
る
（
尾
原
他

二
〇
一
六
：
一
〇
）。
そ
の
他
、
江
戸
時
代
後
期
の
わ
ら
べ
う
た
を
集
め

た
本
と
し
て
釈
行
智
『
童
謡
集
』（
c.
一
八
二
〇
）、
小
寺
玉
晃
『
児
戯

（
尾
張
童
謡
集
）』（
一
八
三
一
）
な
ど
が
あ
る
（
大
嶋
・
川
﨑　

二
〇
〇
八
：
一
九
）。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
最
古
の
わ
ら
べ
う
た
（nursery 

rhym
es

）
集
は
一
七
四
四
年
頃
にM

. Cooper

に
よ
っ
て
出
版
さ
れ
た

Tom
m

y Thum
b’s Pretty Song Book.

と
さ
れ
る
（O

pie

一
九
五
一
：

三
二
）。

（
18
） 

日
本
語
版
：
瀬
田
充
子
・
馬
場
英
子
編
訳
『
北
京
の
わ
ら
べ
唄
』

一
九
八
六　
研
文
出
版

（
19
） 

日
本
語
版
：
ロ
ビ
ン
・
ギ
ル
『
中
国
の
マ
ザ
ー
グ
ー
ス
』
一
九
九
一　

北
沢
図
書
出
版

（
20
） 

周
作
人
は
魯
迅
の
弟
で
あ
る
。
一
九
〇
六
年
、
日
本
に
留
学
し
、『
歌

謡
字
数
考
』（
中
根
淑
著　
一
九
〇
八　
大
日
本
図
書
）
を
読
み
、
わ

ら
べ
う
た
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
一
九
一
一
年
に
帰
国
し
、

中
国
の
わ
ら
べ
う
た
を
研
究
し
始
め
た
と
さ
れ
る
（
周　
一
九
八
九
：

二
九
―
三
六
）。

（
21
） 

日
本
語
版
：
平
野
敬
一
監
訳
『
イ
ー
ソ
ー
を
見
た
』
一
九
九
三　
ほ
る

ぷ
出
版

（
22
） 

喝
醉
了
、
打
老
婆
。
老
婆
打
死
怎
么
过
、
挑
起
担
子
去
卖
货
、
挣
两
个

钱
再
说
一
个
。

（
23
） 

拆
了
屎
缸
做
厅
堂
、
烂
壁
上
灰
假
排
场
。
初
一
劏
猪
十
五
卖
、
臭
肉
煎

油
假
清
香
。
灯
笼
烂
了
吊
乜
框
、
花
纸
做
衫
假
排
场
。
尿
桶
拿
来
做
饭

甑
、
洗
得
再
净
唔
清
香
。

（
24
） 

一
二
三
四
五
、
上
山
打
老
虎
。

（
25
） 

红
萝
卜
、
抿
抿
甜
、
看
到
看
到
要
过
年
。
娃
儿
想
吃
肉
、
老
汉
没
得
钱
。

口
水
肚
里
吞
、
舌
头
嘴
边
舔
。

（
26
） 

大
米
粥
、
稀
溜
溜
。
咸
菜
嘎
子
、
哏
啾
啾
。

（
27
） 

晚
风
轻
拂
澎
湖
湾
、
白
水
煮
挂
面
。
没
有
酱
油
多
放
点
盐
、
味
道
还
是

一
样
的
鲜
。

（
28
） 

日
照
香
炉
生
紫
烟
、
李
白
来
到
烤
鸭
店
。
口
水
流
了
三
千
尺
、
摸
摸
口

袋
没
带
钱
。

（
29
） 

笃
笃
笃
、
买
糖
粥
。
三
斤
的
核
桃
四
斤
的
壳
、
吃
你
的
核
桃
还
你
的
壳
。

（
30
） 

打
倒
美
帝
国
主
义

（
31
） 

我
去
炸
北
约
、
北
约
太
霸
道
。

（
32
） 

我
家
住
在
黄
土
高
坡
、
萨
达
姆
是
我
表
哥
。
不
管
是
老
布
什
还
是
小
布

什
、
都
拿
我
没
奈
何
。

（
33
） 

六
年
级
的
情
侣
床
上
睡
。

（
34
） 

床
前
明
月
光
、
地
上
鞋
两
双
。
一
对
狗
男
女
、
其
中
就
有
你
。

（
35
） 

穿
着
三
角
裤
、
来
到
桃
花
岛
、
看
到
紫
薇
在
洗
澡
。

（
36
） 

脚
踏
黄
河
两
岸
、
手
拿
机
密
文
件
。
前
方
机
枪
扫
射
、
后
方
大
炮
连
天
。

（
37
） 

晚
风
轻
拂
茅
坑
板
、
苍
蝇
叮
屁
眼
。
没
有
手
纸
怎
么
办
、
用
手
擦
屁
眼
。

（
38
） 

某
某
的
头
、
像
皮
球
、
一
脚
踢
到
百
货
大
楼
。
百
货
大
楼
、
卖
皮
球
、

卖
的
正
是
某
某
的
头
。

（
39
） 
小
老
鼠
、
上
灯
台
。
偷
油
吃
、
下
不
来
。

（
40
） 

欠
钱
不
还
、
屁
眼
朝
南
。
欠
钱
不
给
、
屁
眼
朝
北
。

（
41
） 

一
天
不
学
习
、
赶
不
上
刘
少
奇
。
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（
42
） 

老
大
开
飞
机
、
老
二
扔
炸
弹
。
幸
亏
老
三
跑
得
快
、
炸
得
老
四
稀
巴
烂
。

（
43
） 
一
命
一
、
大
肚
皮
、
生
个
娃
儿
有
问
题
。
二
命
二
、
尿
罐
罐
儿
。
三
命

三
、
当
个
官
、
坐
到
屋
头
吃
饼
干
。

参
考
文
献

鵜
野
祐
介
『
生
き
生
き
ご
ん
ぼ　
わ
ら
べ
う
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〇
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古
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〇
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〇
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ス

周
作
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童
文
学
小
论
』
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九
八
九　
岳
麓
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社
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中
国
に
お
け
る
子
ど
も
の
悪
口
唄
リ
ス
ト

テ
ー
マ

悪
口
唄

①
相
手
の
属
性
（
学
年
）

・
一
年
生
は
泥
棒
、
二
年
生
は
盗
人
。
三
年
の
美
人
は
彼
氏
が
で
き
ず
、
四
年
の
イ

ケ
メ
ン
は
た
く
さ
ん
。
五
年
の
恋
人
た
ち
は
ラ
ブ
ラ
ブ
、
六
年
の
恋
人
た
ち
は
一
緒

に
ベ
ッ
ド
に
寝
る
。（
四
川
省
成
都
市　
二
〇
代
女
性
）

・
一
年
生
は
泥
棒
、
二
年
生
は
盗
人
。
三
年
の
イ
ケ
メ
ン
は
彼
女
が
で
き
ず
、
四
年

の
ス
ケ
ベ
は
た
く
さ
ん
。
五
年
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
は
い
っ
ぱ
い
、
六
年
の
恋
人
た
ち
は

ラ
ブ
ラ
ブ
。（
湖
南
省
張
家
界
市　
二
〇
代
男
性　
土
家
族
）

・
一
年
生
は
泥
棒
、
二
年
生
は
盗
人
。
三
年
の
イ
ケ
メ
ン
は
彼
女
が
で
き
ず
、
四
年

の
美
人
は
彼
氏
で
き
な
い
。
五
年
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
は
い
っ
ぱ
い
、
六
年
の
恋
人
た
ち

は
列
に
並
べ
る
。（
四
川
省
ア
バ
・
チ
ベ
ッ
ト
族
チ
ャ
ン
族
自
治
州　
二
〇
代
女
性　

チ
ベ
ッ
ト
族
）

・
一
年
生
は
泥
棒
、
二
年
生
は
盗
人
。
三
年
の
美
人
は
彼
氏
が
で
き
ず
、
四
年
の
イ

ケ
メ
ン
は
た
く
さ
ん
。
五
年
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
は
い
っ
ぱ
い
、
六
年
の
恋
人
た
ち
は
ラ

ブ
ラ
ブ
。（
河
北
省
承
徳
市　
二
〇
代
女
性　
満
族
）

・
一
年
生
は
泥
棒
、
二
年
生
は
盗
人
。
三
年
の
美
人
は
彼
氏
が
で
き
ず
、
四
年
の
イ

ケ
メ
ン
は
列
に
並
べ
る
。
五
年
の
ラ
ブ
レ
タ
ー
は
い
っ
ぱ
い
、
六
年
の
恋
人
た
ち
は

ラ
ブ
ラ
ブ
。（
浙
江
省
寧
波
市　
二
〇
代
女
性
）

・
一
年
生
の
ち
び
っ
子
、
殴
ら
れ
る
と
飛
び
上
が
る
。（
黒
龍
江
省　
二
〇
代
男
性
）

②
相
手
の
外
見
（
頭
が
丸
い
、
頭
が
大
き
い
、
坊
主
頭
、
太
っ
て
い
る
）

・
〇
〇
さ
ん
の
頭
、
ボ
ー
ル
み
た
い
。
そ
れ
を
蹴
っ
た
ら
、
ボ
ー
ル
は
デ
パ
ー
ト
に

転
が
っ
た
。
デ
パ
ー
ト
で
ボ
ー
ル
が
販
売
さ
れ
た
が
、
〇
〇
さ
ん
の
頭
だ
っ
た
。

（
江
蘇
省
常
州
市　
二
〇
代
女
性
、
江
蘇
省
蘇
州
市　
二
〇
代
女
性
）

・
〇
〇
さ
ん
の
頭
、
ボ
ー
ル
み
た
い
。
そ
れ
を
蹴
っ
た
ら
、
ボ
ー
ル
は
デ
パ
ー
ト
に

転
が
っ
た
。（
吉
林
省
遼
源
市　
三
〇
代
男
性
、
浙
江
省
衢
州
市　
二
〇
代
男
性
）

・
今
日
は
木
曜
日
、
〇
〇
さ
ん
は
試
験
を
受
け
る
。
点
数
は
44
点
で
、
家
に
帰
っ
て

テ
レ
ビ
を
見
る
。
〇
〇
さ
ん
の
頭
、
ボ
ー
ル
み
た
い
。
そ
れ
を
蹴
っ
た
ら
、
ボ
ー
ル

は
デ
パ
ー
ト
に
転
が
っ
た
。（
湖
南
省
張
家
界
市　
二
〇
代
男
性　
土
家
族
）

・
頭
が
大
き
な
子
、
雨
の
日
で
も
大
丈
夫
。
ほ
か
の
人
は
か
さ
を
差
す
が
、
彼
は
頭

で
十
分
だ
。（
上
海
市　
二
〇
代
男
性
、
河
南
省
洛
陽
市　
二
〇
代
男
性
、
河
北
省

承
徳
市　
二
〇
代
女
性　
満
族
、
河
北
省
張
家
口
市　
五
〇
代
女
性
）

・
坊
主
頭
、
肌
が
白
い
。
山
に
登
っ
て
ド
イ
ツ
の
軍
隊
と
戦
う
。
ド
イ
ツ
は
負
け
て
、

坊
主
頭
は
褒
め
ら
れ
る
。（
四
川
省
南
充
市　
五
〇
代
女
性
）

・
太
っ
て
る
子
、
馬
に
乗
っ
て
成
都
に
行
く
。
成
都
は
に
ぎ
や
か
で
、
太
っ
て
る
子

は
白
い
馬
に
乗
る
。
馬
は
飛
び
上
が
っ
て
、
太
っ
て
る
子
は
落
ち
て
ぺ
ち
ゃ
ん
こ
に

な
る
。（
四
川
省
成
都
市　
四
〇
代
女
性
）



135

③
相
手
の
行
為
（
嘘
を
つ
く
、
振
り
返
る
、
お
金
を
借
り
て
返
さ
な
い
、
い
た
ず
ら

す
る
、
足
が
踏
ま
れ
て
悲
鳴
を
上
げ
る
）

・
編
ん
で
、
編
ん
で
、
か
ご
を
編
ん
で
、
そ
れ
を
持
っ
て
南
山
に
行
く
。（
河
南
省

洛
陽
市　
二
〇
代
男
性
）

・
〇
〇
さ
ん
一
回
振
り
返
る
と
、
川
辺
の
牛
が
び
っ
く
り
し
て
死
ぬ
。
〇
〇
さ
ん
二

回
振
り
返
る
と
、
お
坊
さ
ん
が
シ
ャ
ン
プ
ー
で
髪
を
洗
う
。
〇
〇
さ
ん
三
回
振
り
返

る
と
、
ハ
レ
ー
彗
星
が
地
球
に
ぶ
つ
か
る
。（
河
南
省
南
陽
市　
三
〇
代
男
性
）

・
お
金
を
借
り
て
返
さ
な
い
や
つ
、
尻
の
穴
は
南
に
向
け
る
。
お
金
を
借
り
て
返
さ

な
い
や
つ
、
尻
の
穴
は
北
に
向
け
る
。（
吉
林
省
遼
源
市　
三
〇
代
男
性
）

・
三
日
間
叩
か
な
け
れ
ば
、
お
ま
え
は
屋
根
に
登
っ
て
瓦
を
取
る
。（
吉
林
省
遼
源

市　
三
〇
代
男
性
）

・
お
ま
え
の
足
を
踏
ん
だ
ら
、
あ
い
よ
よ
！
（
四
川
省
南
充
市　
三
〇
代
男
性
）

④
相
手
の
家
族
（
母
）

・
お
ま
え
の
お
母
さ
ん
、
頭
が
悪
い
。
夜
中
に
起
き
て
、
庭
を
掃
除
す
る
。（
四
川

省
成
都
市　
四
〇
代
女
性
）

⑤
唱
歌
、
漢
詩
の
替
え
唄

・
夕
暮
れ
の
風
が
そ
よ
そ
よ
と
澎
湖
湾
に
吹
き
渡
り
、
白
い
水
で
麺
を
茹
で
る
。
醤

油
は
な
い
け
れ
ど
、
塩
を
た
く
さ
ん
入
れ
る
と
お
い
し
い
。（
四
川
省
成
都
市　

二
〇
代
女
性
）

・
夕
暮
れ
の
風
が
そ
よ
そ
よ
と
ト
イ
レ
に
吹
き
渡
り
、
ハ
エ
が
尻
の
穴
に
押
し
寄
せ

る
。
ト
イ
レ
ッ
ト
ペ
ー
パ
ー
が
な
く
て
ど
う
し
よ
う
、
手
で
尻
の
穴
を
拭
こ
う
。

（
浙
江
省
杭
州
市　
二
〇
代
男
性
）

元
の
歌
：
「
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
澎
湖
湾
」

夕
暮
れ
の
風
が
そ
よ
そ
よ
と
澎
湖
湾
に
吹
き
渡
り
、
白
い
波
は
砂
浜
に
押
し
寄
せ
て

く
る
。
夕
陽
に
映
え
る
ヤ
シ
の
林
は
な
い
け
れ
ど
、
た
だ
一
面
の
海
は
青
々
と
し
て

い
る
。

・
お
ひ
さ
ま
が
空
に
照
っ
て
い
る
、
お
花
が
私
に
向
か
っ
て
笑
う
。
小
鳥
さ
ん
が
言

う
よ
、「
お
は
よ
う
、
お
は
よ
う
、
お
は
よ
う
、
ど
う
し
て
、
爆
弾
を
背
負
っ
て
い

る
の
？
」
私
は
学
校
を
爆
破
す
る
、
先
生
は
わ
か
ら
な
い
。
引
き
金
を
引
い
て
、
早

く
逃
げ
ろ
。
ド
カ
ー
ン
と
学
校
が
飛
ん
で
い
っ
た
。（
江
蘇
省
常
州
市　
二
〇
代
女

性
）

・
お
ひ
さ
ま
が
空
に
照
っ
て
い
る
、
お
花
が
私
に
向
か
っ
て
笑
う
。
小
鳥
さ
ん
が
言

う
よ
、「
お
は
よ
う
、
お
は
よ
う
、
お
は
よ
う
、
ど
う
し
て
、
爆
弾
を
背
負
っ
て
い

る
の
？
」
私
は
学
校
を
爆
破
す
る
、
先
生
は
わ
か
ら
な
い
。
引
き
金
を
引
い
て
、
早

く
逃
げ
ろ
。
先
生
の
頭
に
こ
ぶ
が
い
っ
ぱ
い
で
き
た
。（
黒
龍
江
省　
二
〇
代
男
性
）

・
小
鳥
さ
ん
が
言
う
よ
、「
お
は
よ
う
、
お
は
よ
う
、
お
は
よ
う
、
ど
う
し
て
、
爆

弾
を
背
負
っ
て
い
る
の
？
」
私
は
学
校
を
爆
破
す
る
。（
浙
江
省
衢
州
市　
二
〇
代

男
性
）

・
お
ひ
さ
ま
が
空
に
照
っ
て
い
る
、
お
花
が
私
に
向
か
っ
て
笑
う
。
小
鳥
さ
ん
が
言

う
よ
、「
お
は
よ
う
、
お
は
よ
う
、
お
は
よ
う
、
ど
う
し
て
、
爆
弾
を
背
負
っ
て
い

る
の
？
」
お
れ
は
北
大
西
洋
条
約
機
構
を
爆
破
す
る
、
そ
の
機
構
は
ば
か
ば
か
し
い

か
ら
。
引
き
金
を
引
い
て
、
早
く
逃
げ
ろ
。
ド
カ
ー
ン
と
世
界
は
平
和
だ
。（
上
海

市　
二
〇
代
男
性
）

元
の
歌
：
「
学
校
に
行
く
」

お
ひ
さ
ま
が
空
に
照
っ
て
い
る
、
お
花
が
私
に
向
か
っ
て
笑
う
。
小
鳥
さ
ん
が
言
う

よ
、「
お
は
よ
う
、
お
は
よ
う
、
お
は
よ
う
、
ど
う
し
て
、
小
さ
な
ラ
ン
ド
セ
ル
を

背
負
っ
て
い
る
の
？
」
私
は
学
校
に
行
く
、
毎
日
遅
刻
し
な
い
。
勉
強
が
好
き
、
お

仕
事
も
好
き
、
大
き
く
な
っ
た
ら
、
人
々
の
た
め
に
奉
仕
し
た
い
。

・
日
は
香
炉
を
照
ら
し
て
紫
煙
を
生
ず
、
李
白
は
北
京
ダ
ッ
ク
の
店
に
来
る
。
よ
だ

れ
を
三
千
尺
垂
ら
し
、
ポ
ケ
ッ
ト
を
触
っ
た
ら
お
金
は
な
い
。（
江
蘇
省
常
州
市　
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二
〇
代
女
性
、
湖
南
省
張
家
界
市　
二
〇
代
男
性　
土
家
族
）

元
の
漢
詩
：
「
廬
山
の
瀑
布
を
望
む
」　

日
は
香
炉
を
照
ら
し
て
紫
煙
を
生
ず
、
遥
か
に
看
る
瀑
布
の
前
川
に
挂
か
る
を
。
飛

流
直
下
三
千
尺
。
疑
う
ら
く
は
是
れ
銀
河
の
九
天
よ
り
落
つ
る
か
と
。

・
春
眠
暁
を
覚
え
ず
、
処
々
に
蚊
に
く
わ
れ
る
。
夜
来
熊
が
来
て
、
誰
も
逃
げ
ら
れ

な
い
。（
湖
南
省
張
家
界
市　
二
〇
代
男
性　
土
家
族
）

・
春
眠
暁
を
覚
え
ず
、
処
々
に
蚊
に
く
わ
れ
る
。
く
わ
れ
る
と
腫
れ
上
が
る
、
腫
れ

上
が
っ
た
と
こ
ろ
は
数
え
切
れ
な
い
。（
河
北
省
張
家
口
市　
三
〇
代
男
性
）

元
の
漢
詩
：
「
春
暁
」

春
眠
暁
を
覚
え
ず
、
処
々
に
啼
鳥
を
聞
く
。
夜
来
風
雨
の
声
、
花
落
つ
る
こ
と
知
る

多
少
ぞ
。

・
李
白
舟
に
乗
っ
て
お
金
を
払
わ
な
い
、
船
頭
に
蹴
ら
れ
て
水
に
落
ち
た
。
桃
花
潭

水
深
さ
千
尺
、
李
白
は
死
ぬ
か
ど
う
か
わ
か
ら
な
い
。（
湖
南
省
張
家
界
市　
二
〇

代
男
性　
土
家
族
）

も
と
も
と
の
漢
詩
：
「
汪
倫
に
贈
る
」

李
白
舟
に
乗
っ
て
将
に
行
か
ん
と
欲
す
、
忽
ち
聞
く
岸
上
踏
歌
の
声
。
桃
花
潭
水
深

さ
千
尺
、
及
ば
す
汪
倫
が
我
を
送
る
の
情
に
。

・
禾
を
鋤
い
て
日
午
に
当
た
る
、
〇
〇
さ
ん
は
し
ん
ど
い
。
朝
マ
ー
ジ
ャ
ン
を
し
て
、

午
後
ト
ラ
ン
プ
で
遊
ぶ
。（
湖
南
省
張
家
界
市　
二
〇
代
男
性　
土
家
族
）

元
の
漢
詩
：
「
農
を
憫
む
の
詩
」　　

禾
を
鋤
い
て
日
午
に
当
た
る
、
汗
は
滴
る
禾
下
の
土
。
誰
か
知
る
盤
中
の
喰
、
粒
粒

皆
辛
苦
な
る
を
。

・
床
前
明
月
の
光
、
床
に
二
足
の
靴
が
あ
る
。
ベ
ッ
ド
に
男
と
女
が
い
て
、
そ
の
ど

ち
ら
か
が
お
ま
え
だ
。（
湖
南
省
張
家
界
市　
二
〇
代
男
性　
土
家
族
）

・
床
前
明
月
の
光
、
李
白
は
寝
て
い
る
。
夢
の
中
で
牛
魔
王
を
見
て
、
怖
く
て
お
ね

し
ょ
し
た
。（
河
北
省
張
家
口
市　
三
〇
代
男
性
）

元
の
漢
詩
：
「
靜
夜
思
」

床
前
明
月
の
光
、疑
ふ
ら
く
は
是
れ
地
上
の
霜
か
と
。
頭
を
舉
げ
て
は
明
月
を
望
み
、

頭
を
低
れ
て
は
故
鄕
を
思
ふ
。

・
我
が
家
は
黄
土
の
長
い
坂
に
あ
り
、
サ
ッ
ダ
ー
ム
は
お
れ
の
従
兄
だ
。
ブ
ッ
シ
ュ
・

シ
ニ
ア
で
も
ブ
ッ
シ
ュ
・
ジ
ュ
ニ
ア
で
も
、
お
れ
に
か
か
っ
て
は
全
く
お
手
上
げ
だ
。

（
四
川
省
南
充
市　
三
〇
代
男
性
）

元
の
歌
：
「
黄
土
の
長
い
坂
」

我
が
家
は
黄
土
の
長
い
坂
に
あ
り
、
強
風
が
坂
の
上
か
ら
吹
い
て
く
る
。
西
北
の
風

で
も
東
南
の
風
で
も
、
全
て
私
の
歌
、
私
の
歌
。

・「
ガ
ァ
、
ガ
ァ
、
ガ
ァ
」
白
鳥
た
ち
の
長
い
首
に
ナ
イ
フ
を
当
て
る
。
羽
を
抜
い

て
お
湯
に
入
れ
、
鍋
で
白
鳥
を
茹
で
る
。（
河
北
省
張
家
口
市　
三
〇
代
男
性
）

元
の
漢
詩
：
「
白
鳥
を
詠
う
」

「
ガ
ァ
、
ガ
ァ
、
ガ
ァ
」
青
空
に
向
け
て
白
鳥
た
ち
が
長
い
首
を
曲
げ
た
ま
ま
歌
っ

て
い
る
。
白
い
羽
が
緑
の
水
に
浮
か
び
、
赤
い
水
か
き
で
清
い
波
を
か
き
分
け
て
い

る
。

⑥
数
え
唄

・
長
子
は
飛
行
機
を
運
転
し
て
、
次
子
は
爆
弾
を
投
げ
た
。
三
子
は
足
が
速
く
て
逃

げ
た
が
、
四
子
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
に
な
っ
た
。（
江
蘇
省
常
州
市　
二
〇
代
女
性
）

・
一
二
三
四
五
、
山
に
登
っ
て
虎
を
撃
つ
。
虎
を
見
つ
け
ず
、
リ
ス
を
撃
っ
た
。（
黒

龍
江
省　
二
〇
代
男
性
、
江
蘇
省
南
京
市　
二
〇
代
女
性　
白
族
、
江
蘇
省
常
州
市　

二
〇
代
女
性
）

・
一
二
三
四
五
、
山
に
登
っ
て
虎
を
撃
つ
。
虎
は
家
に
お
ら
ず
、
リ
ス
を
見
つ
け
た
。

リ
ス
は
何
匹
い
る
の
？
一
二
三
四
五
。（
河
北
省
張
家
口
市　
五
〇
代
女
性
）

・
一
二
三
四
五
、
山
に
登
っ
て
虎
を
撃
つ
。
虎
は
ご
飯
を
食
べ
ず
、
悪
い
人
だ
け
食
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べ
る
。（
河
北
省
張
家
口
市　
五
〇
代
女
性
）

・
一
二
三
四
五
、
山
に
登
っ
て
虎
を
撃
つ
。
虎
は
人
間
を
食
べ
ず
、
太
っ
て
る
子
だ

け
食
べ
る
。（
河
北
省
張
家
口
市　
五
〇
代
女
性
）

・
一
二
三
四
五
、
山
に
登
っ
て
虎
を
撃
つ
。
虎
は
家
に
お
ら
ず
、
お
な
ら
し
た
の
は

彼
だ
。（
四
川
省
南
充
市　
五
〇
代
男
性
、
広
西
省
柳
州
市　
三
〇
代
女
性
）

⑦
食
べ
物 

・
お
か
ゆ
、
さ
ら
さ
ら
。
漬
物
、
さ
く
さ
く
。（
黒
龍
江
省　
20
代
男
性
）

・
ド
ド
ド
、
甘
い
お
か
ゆ
を
買
う
。
3
斤
の
く
る
み
、
4
斤
の
殻
。
お
ま
え
の
く
る

み
を
食
べ
て
、
お
ま
え
に
殻
を
返
す
。（
江
蘇
省
蘇
州
市　
二
〇
代
女
性
）

・
に
ん
じ
ん
は
甘
い
。
春
節
は
す
ぐ
来
る
。
子
ど
も
は
肉
を
食
べ
た
い
が
、
お
父
さ

ん
は
お
金
が
な
い
。
よ
だ
れ
を
飲
ん
で
、
唇
を
舐
め
る
。（
四
川
省
南
充
市　
五
〇

代
女
性
）

⑧
動
物

・
ね
ず
み
が
ラ
ン
プ
に
登
っ
た
。
灯
油
を
こ
っ
そ
り
食
べ
た
後
、
降
り
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。（
江
蘇
省
南
京
市　
20
代
女
性　
白
族
、
河
南
省
南
陽
市　
三
〇
代

男
性
）

・
ね
ず
み
が
ラ
ン
プ
に
登
っ
た
。
灯
油
を
こ
っ
そ
り
食
べ
た
後
、
降
り
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
に
ゃ
ん
に
ゃ
ん
に
ゃ
ん
、
猫
が
来
た
。
ね
ず
み
は
ラ
ン
プ
か
ら
転
ん

で
き
た
。（
河
北
省
承
徳
市　
二
〇
代
女
性　
満
族
）

・
ね
ず
み
が
ラ
ン
プ
に
登
っ
た
。
灯
油
を
こ
っ
そ
り
食
べ
た
後
、
降
り
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。
お
母
さ
ん
を
呼
ん
だ
が
、
お
母
さ
ん
は
い
な
い
。
ラ
ン
プ
か
ら
転
ん

で
き
た
。（
河
北
省
張
家
口
市　
五
〇
代
女
性
）

⑨
排
泄

・
お
ま
え
は
天
と
地
を
支
配
し
て
も
、
お
れ
の
う
ん
こ
す
る
こ
と
や
お
な
ら
す
る
こ

と
を
支
配
で
き
な
い
。（
河
南
省
南
陽
市　
三
〇
代
男
性
）

・
〇
〇
さ
ん
の
お
な
ら
は
す
ご
い
、
天
地
を
揺
さ
ぶ
っ
て
、
海
を
越
え
て
イ
タ
リ
ア

に
着
い
た
。
イ
タ
リ
ア
の
王
さ
ま
は
オ
ペ
ラ
を
見
て
い
る
。
そ
れ
を
見
て
、「
ど
こ

の
武
器
だ
」
と
言
う
。（
上
海
市　
二
〇
代
男
性
）

・
黄
河
の
両
岸
を
跨
い
で
、
手
に
は
秘
密
の
資
料
を
持
っ
て
い
る
。
先
方
か
ら
は
機

銃
掃
射
が
、
後
方
か
ら
大
砲
が
発
射
す
る
（
う
ん
こ
す
る
こ
と
を
指
す
）。（
湖
南
省

張
家
界
市　
二
〇
代
男
性　
土
家
族
）

・
お
ま
え
の
お
母
さ
ん
、
お
な
ら
し
た
。
お
な
ら
は
天
地
を
揺
さ
ぶ
っ
て
、
イ
タ
リ

ア
ま
で
着
い
た
。
イ
タ
リ
ア
の
王
さ
ま
も
そ
の
匂
い
を
嗅
い
だ
。（
四
川
省
ア
バ
・

チ
ベ
ッ
ト
族
チ
ャ
ン
族
自
治
州　
二
〇
代
女
性　
チ
ベ
ッ
ト
族
）

⑩
自
分

・
日
曜
日
の
朝
霧
が
濃
い
、
パ
ン
ツ
一
丁
で
桃
花
島
に
来
た
。
紫
薇
が
シ
ャ
ワ
ー
を

浴
び
て
い
る
の
を
見
た
。（
湖
南
省
張
家
界
市　
二
〇
代
男
性　
土
家
族
）

・
ご
ろ
ご
ろ
、
雷
が
落
ち
る
。
お
れ
は
登
場
す
る
。（
河
北
省
承
徳
市　
二
〇
代
女

性　
満
族
）

・
私
は
髪
切
り
が
上
手
で
、
は
さ
み
を
使
わ
な
い
。
髪
を
つ
か
ん
で
軽
く
抜
く
と
、

こ
ぶ
が
で
き
た
。（
四
川
省
南
充
市　
五
〇
代
女
性
）

⑪
兄
弟

・
長
子
は
親
し
い
、
末
っ
子
は
か
わ
い
い
。
中
間
子
は
怒
ら
れ
て
叩
か
れ
る
だ
け
。

（
河
南
省
南
陽
市　
三
〇
代
男
性
）

⑫
政
治

・
ア
メ
リ
カ
帝
国
主
義
を
打
倒
せ
よ
。（
河
北
省
張
家
口
市　
五
〇
代
女
性
）

 

（
し
ょ
う
・
ち
ん
え
ん
／
立
命
館
大
学
博
士
課
程
後
期
）


