
子
ど
も
と
い
う
の
は
、
漢
字
テ
ス
ト
で
百
点
を

と
れ
た
、
と
い
う
事
実
だ
け
で
国
語
が
好
き
に
な

る
こ
と
が
あ
る
の
だ
と
子
ど
も
た
ち
か
ら
学
び
ま

し
た
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、「
漢
字
が
苦
手
」
と
子
ど

も
が
思
っ
て
し
ま
っ
た
時
点
で
、
そ
の
ま
ま
国
語

に
対
す
る
や
る
気
も
ど
ん
ど
ん
失
わ
れ
て
い
く
と

い
う
こ
と
で
す
。 

で
は
、ど
う
す
れ
ば
漢
字
を
苦
手
と
思
わ
ず
に
、

や
る
気
を
も
っ
て
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
よ
う

に
な
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

「
漢
字
テ
ス
ト
で
百
点
を 

初
め
て
と
り
ま
し
た
。」 

と
言
っ
て
子
ど
も
が
帰
り
ま
し
た
。
市
販
の
テ
ス

ト
に
あ
る
五
十
問
テ
ス
ト
に
取
り
組
み
ま
し
た
。

今
ま
で
は
、
五
十
問
テ
ス
ト
を
そ
の
ま
ま
印
刷
し

き
っ
ち
り
覚
え
る
よ
う
に
さ
せ
て
い
ま
し
た
。
そ

こ
に
は
自
信
を
つ
け
さ
せ
た
い
、
と
い
う
願
い
が

あ
り
ま
し
た
。
た
だ
、
５
年
生
の
担
任
を
し
て
い

る
今
、
こ
の
ま
ま
中
学
生
に
な
る
と
期
末
テ
ス
ト

で
全
く
点
数
の
取
れ
な
い
子
ど
も
に
な
っ
て
し
ま

う
の
で
は
な
い
か
？
と
い
う
疑
問
が
う
ま
れ
は
じ

め
ま
し
た
。
そ
こ
で
今
回
は
今
ま
で
と
は
違
う
方

法
で
行
い
ま
し
た
。
す
る
と
、
漢
字
の
覚
え
方
を

き
っ
ち
り
子
ど
も
に
伝
え
る
の
も
教
師
の
役
目
、

こ
れ
が
一
番
の
発
見
で
し
た 

中
学
生
に
な
っ
た
と
た
ん
、
成
績
が
落
ち
て
し

ま
う
と
い
う
こ
と
を
聞
く
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
小
学
校
で
の
テ
ス
ト
は
単
元
ご
と
に
な

る
の
で
、
あ
る
程
度
の
理
解
で
、
八
割
は
解
け
る

よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
、
中

学
生
に
な
る
と
そ
う
い
う
わ
け
に
は
い
か
ず
、
テ

ス
ト
範
囲
が
広
が
る
う
え
、
理
解
力
も
か
な
り
求

め
ら
れ
ま
す
。で
は
ど
の
よ
う
な
子
ど
も
た
ち
が
、

そ
う
い
う
状
態
で
結
果
を
出
し
て
い
く
の
で
し
ょ

う
か
。 

そ
れ
は
、
勉
強
の
仕
方
が
定
着
し
て
い
る
子
ど

も
た
ち
で
す
。
で
す
か
ら
、
勉
強
方
法
を
小
学
生

の
時
に
指
導
し
て
あ
げ
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
だ

と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
最
初
の
取
り
組
み
と
し

て
、
漢
字
テ
ス
ト
は
有
効
で
す
。
や
れ
ば
結
果
が

す
ぐ
に
出
ま
す
。
努
力
と
結
果
が
正
比
例
す
る
も

の
は
子
ど
も
の
や
る
気
に
つ
な
が
り
や
す
い
で
す
。 

漢
字
テ
ス
ト
の
行
い
方 

漢
字
テ
ス
ト
の
範
囲
を
前
も
っ
て
子
ど
も
た
ち

に
伝
え
ま
す
。 

「
教
科
書
の
ｐ
○
ペ
ー
ジ
か
ら
ｐ
○
ペ
ー
ジ
ま
で

を
テ
ス
ト
範
囲
に
す
る
か
ら
漢
字
テ
ス
ト
の
勉

強
を
し
ま
し
ょ
う
。」 

と
伝
え
ま
す
。 

 

そ
の
際
、
子
ど
も
た
ち
の
勉
強
方
法
は
四
つ
に 

わ
か
れ
る
こ
と
が
多
い
で
す
。 

 

１
．
机
な
ど
に
漢
字
を
書
く
「
指
書
き
」、 

２
．
自
分
で
テ
ス
ト
の
よ
う
に
問
題
を
出
し
な

が
ら
漢
字
を
覚
え
る
。 

３
．
友
達
に
予
想
を
出
し
て
も
ら
っ
て
書
く
。 

４
．
何
も
書
か
ず
に
教
科
書
を
眺
め
る
。 

２
と
３
を
組
み
合
わ
せ
て
で
き
る
こ
と
を
最
終
目 

標
と
し
て
指
導
し
て
い
き
ま
す
。
高
学
年
な
ら
こ 

の
よ
う
な
テ
ス
ト
対
策
向
け
の
勉
強
の
仕
方
を
教 

え
る
こ
と
も
大
切
な
役
目
で
す
。 

 

読
み
か
え
漢
字
で
楽
し
く
短
文
づ
く
り 

教
科
書
に
出
て
く
る
新
出
漢
字
の
数
な
ど
そ
ん

 
 

「
漢
字
は
「
楽
し
く
」「
個
別
指
導
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

組
織
局
長 

 

お
も
ち
ゃ
箱 

 
 

岡
本 

美
穂 

 



な
に
多
く
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
勉
強
の
仕
方
を

教
え
る
際
に
は
、
ち
ょ
う
ど
よ
い
の
で
す
。
勉
強

の
楽
し
さ
を
ど
の
子
に
も
感
じ
て
も
ら
う
の
で
あ

れ
ば
、
み
ん
な
が
持
っ
て
い
る
教
科
書
で
、
努
力

と
結
果
が
正
比
例
す
る
経
験
を
積
み
重
ね
て
い
く

こ
と
が
、
漢
字
の
習
得
だ
け
で
な
く
、
そ
の
奥
に

あ
る
、
子
ど
も
の
や
る
気
に
つ
な
が
っ
て
い
く
と

信
じ
て
い
ま
す
。 

読
み
か
え
漢
字
で
楽
し
く
短
文
づ
く
り 

と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
教
科
書
に
出
て
く
る

言
葉
を
使
っ
て
短
文
を
作
り
ま
す
。
い
つ
で
も
、

ど
の
学
年
で
も
実
践
可
能
で
す
。
こ
れ
は
、
一
つ

の
文
の
中
で
で
き
る
だ
け
多
く
の
漢
字
を
使
え
る

よ
う
に
文
を
作
り
ま
す
。
ま
た
そ
の
中
で
音
読
み

と
訓
読
み
の
両
方
を
使
え
る
よ
う
に
指
導
し
ま
す
。 

子
ど
も
た
ち
に
は
、
始
め
る
前
に
例
文
を
示
し

ま
す
。 

（
参
考
資
料
「
だ
れ
で
も
で
き
る
学
力
づ
く
り
」
桐
書
房
） 

例 ①
花
よ
め
さ
ん
が
、
き
れ
い
な
○着
物
を
○着
て
、
け

っ
こ
ん
式
場
に
○着
き
ま
し
た
。 

②
お
な
か
い
た
で
○苦
し
ん
だ
よ
く
日
、
い
つ
も
○苦

労
し
た
○苦
手
な
算
数
が
○苦
も
な
く
で
き
て
、
思

わ
ず
○苦
わ
ら
い
し
た
。 

応
用
： 

一
つ
の
文
章
中
に
い
く
つ
の
漢
字
を
使
っ
た
か
、

そ
の
数
で
評
価
を
決
め
る
よ
う
な
刺
激
を
た
ま
に

与
え
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。 

 
 
 

１
～ 

５
こ 

レ
ベ
ル
１ 

 
 
 

６
～
１
０ 

 

レ
ベ
ル
２ 

 
 
 

１
１
～
１
５ 

レ
ベ
ル
３ 

 
 
 

１
６
～
２
０ 

レ
ベ
ル
４
こ
こ
ま
で
い
く

と
「
神
様
レ
ベ
ル
」
な
ん
て
言
っ
た
り
も
し
て
い

ま
す
。 

漢
字
の
読
み
＝
音
読
が
カ
ギ 

 

い
つ
も
の
音
読
を
新
出
漢
字
の
読
み
を
習
得
す

る
…
と
い
う
裏
の
目
的
を
作
っ
て
実
際
に
や
っ
て

み
ま
し
た
。
す
る
と
思
っ
て
い
た
以
上
の
力
が
、

少
し
の
工
夫
で
身
に
つ
い
て
い
た
こ
と
に
気
が
付

き
ま
し
た
。 

国
語
の
教
材
文
を
使
っ
て
音
読
を
始
め
ま
す
。 

①
範
読 

わ
か
ら
な
い
読
み
方
が
あ
れ
ば
、
振
り
仮
名
を

う
っ
て
も
良
い
と
伝
え
ま
す
。 

②
音
読
練
習 

 

連
れ
読
み
、
リ
レ
ー
読
み
な
ど
い
つ
も
通
り
に

行
い
ま
す
。
こ
こ
ま
で
は
、
ど
の
学
級
で
も
同
じ

だ
と
思
い
ま
す
が
、
次
か
ら
の
ち
ょ
っ
と
し
た
工

夫
で
大
き
く
変
わ
り
ま
す
。 

③
音
読
を
一
人
ず
つ
聞
く
。 

私
は
宿
題
で
音
読
を
出
し
ま
せ
ん
。
そ
の
代
わ

り
、
給
食
の
準
備
中
や
、
登
校
し
て
す
ぐ
な
ど
、

個
別
に
直
接
音
読
を
聞
く
機
会
を
持
ち
ま
す
。
そ

の
際
、
子
ど
も
の
教
科
書
を
使
っ
て
音
読
は
さ
せ

ま
せ
ん
。
教
師
用
の
教
科
書
を
貸
し
て
読
む
よ
う

に
伝
え
ま
す
。 

 先
生 

「
○
ペ
ー
ジ
、
○
段
落
読
ん
で
み
て
。」 

子
ど
も
「
は
ー
い
。」 

音
読 

先
生
「
引
っ
か
か
ら
ず
に
読
め
て
い
た
ね
。
よ
く

練
習
し
た
の
わ
か
っ
て
う
れ
し
い
な
。」 

な
ど
と
評
価
を
し
ま
す
。
こ
の
際
、
新
出
漢
字
が

出
て
く
る
読
み
の
と
こ
ろ
を
中
心
に
聞
い
て
い
く

と
よ
い
で
し
ょ
う
。 

教
師
用
の
教
科
書
に
は
振
り
仮
名
な
ど
は
一
切

書
い
て
い
ま
せ
ん
。
知
ら
な
い
間
に
子
ど
も
た
ち

は
読
み
テ
ス
ト
を
し
て
い
る
の
で
す
。
も
し
、
音

読
で
引
っ
か
か
っ
て
し
ま
う
部
分
が
あ
っ
た
場
合

は
、
そ
の
子
ど
も
の
教
科
書
に
線
を
引
く
な
ど
し

て
、
チ
ェ
ッ
ク
を
入
れ
る
よ
う
に
し
て
い
ま
す
。

漢
字
は
「
楽
し
く
」「
個
別
指
導
」
が
重
要
で
す
。 


