
 
 

 
 

 
 

ご
ん
ぎ
つ
ね
（
児
童
読
み
に
多
く
み
ら
れ
る
へ
ん
な
読
み
方
） 

  

児
童
た
ち
の
読
み
声
に
多
く
み
ら
れ
る
悪
い
読
み
方
、
へ
ん
な
読
み
ぐ
せ
が
あ
り
ま
す
。
次
の
文
章
で
説
明
し
ま
す
。 

  

ご
ん
は
、
物
置
の
そ
ば
を
は
な
れ
て
、
向
こ
う
へ
行
き
か
け
ま
す
と
、 

ど
こ
か
で
、
い
わ
し
を
売
る
声
が
し
ま
す
。 

「
い
わ
し
の
安
売
り
だ
あ
い
。
生
き
の
い
い
、
い
わ
し
だ
あ
い
。」 

ご
ん
は
、
そ
の
い
せ
い
の
い
い
声
の
す
る
方
へ
走
っ
て
い
き
ま
し
た
。 

と
、
弥
助
の
お
か
み
さ
ん
が
、
う
ら
戸
口
か
ら
、 

「
い
わ
し
を
お
く
れ
。」 

と
言
い
ま
し
た
。
い
わ
し
売
り
は
、
い
わ
し
の
か
ご
を
積
ん
だ
車
を
道
ば
た
に
置
い
て
、 

ぴ
か
ぴ
か
光
る
い
わ
し
を
両
手
で
つ
か
ん
で
、
弥
助
の
う
ち
の
中
へ
持
っ
て
入
り
ま
し
た
。 

 

★
蚊
の
鳴
く
よ
う
な
「
小
声
読
み
」
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
児
童
に
は
、
声
に
響
き
を
与
え
よ
う
。
共
鳴
が
つ
い
た
声
な
ら 

ば
、
遠
く
ま
で
よ
く
届
く
声
に
な
る
。
共
鳴
に
つ
い
て
は
、
第
１
３
章
「
表
現
よ
み
指
導
方
法
（
そ
の
７
）
を
参
照
。 

★
「
ご
ん
は
、」「
い
わ
し
売
り
は
、」
の
副
助
詞
「
は
」
を
、「
ワ
」
と
発
音
し
な
い
で
、「
ア
」
と
発
音
す
る
児
童
が
い
る
。 

★
「
物
置
の
そ
ば
を
は
な
れ
て
」
を
、「
物
置
の
そ
ば
は
な
れ
て
」
の
よ
う
に
あ
る
語
句
を
と
ば
し
て
読
む
。
と
ば
し
読
み
。 

★
「
行
き
か
け
ま
す
と
」
を
、「
行
き
か
け
る
と
」
の
よ
う
に
他
の
語
句
に
入
れ
代
え
て
読
む
。
い
れ
か
え
読
み
。 

★
「
ぴ
か
ぴ
か
光
る
い
わ
し
」
を
「
ぴ
か
ぴ
か
に
光
る
い
わ
し
」
の
よ
う
に
「
つ
け
た
し
読
み
」
を
す
る
。 

★
「
売
る
声
が
し
ま
す
。」
を
、「
売
る
声
が
し
ま
ア
ー
す
。」
と
文
末
を
伸
ば
し
て
跳
ね
上
げ
る
読
み
方
を
す
る
。 

 

「
し
ま
し
た
」
を
「
し
ま
し
た
ア
ー
」、「
で
す
」
を
「
で
エ
ー
す
」、「
で
し
た
」
を
「
で
し
た
ア
ー
」
と
、
文
末
を
跳
ね
上 

げ
て
伸
ば
す
読
み
方
を
す
る
。
疑
問
文
や
質
問
文
な
ど
は
文
末
が
上
が
っ
た
り
下
が
っ
た
り
し
ま
す
が
、
肯
定
文
は
通
常
は 

文
末
に
い
く
ほ
ど
声
量
が
低
く
下
が
る
の
が
ふ
つ
う
で
す
。「
で
す
」
の
「
す
」、「
で
し
た
」
の
「
た
」
は
、
短
く
、
軽
く
、 

押
さ
え
て
、
下
が
る
、
ぐ
ら
い
で
よ
い
。 

★
「
と
、
弥
助
の
お
か
み
さ
ん
が
」
の
「
と
」
を
、「
と
オ
ー
、
弥
助
の
あ
か
み
さ
ん
が
」
の
よ
う
に
、
高
く
、
跳
ね
上
げ
た
読
み
方

を
す
る
児
童
が
い
る
。「
と
言
い
ま
し
た
」
の
「
と
」
も
同
じ
。
こ
れ
ら
助
詞
の
「
と
」
は
、
軽
く
、
押
さ
え
た
読
み
方
で
よ
い
。 

★
児
童
た
ち
は
、
上
手
な
読
み
方
と
は
、
早
口
読
み
、
す
ら
す
ら
読
み
を
す
る
こ
と
、
つ
か
え
な
い
で
読
む
こ
と
だ
と
い
う
誤
っ
た 

 

理
解
を
し
て
い
る
。
早
口
読
み
は
意
味
内
容
を
声
で
表
現
し
よ
う
と
し
な
く
て
よ
い
。
早
口
読
み
と
か
ゆ
っ
く
り
読
み
と
か
で
は

な
く
、
意
味
内
容
を
声
に
乗
せ
よ
う
と
意
識
す
る
読
み
方
を
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
だ
。
い
つ
も
「
意
味
内
容
を
声
に
乗
せ
る
」
を

指
導
の
重
点
と
し
て
教
え
る
こ
と
だ
。 

★
登
場
人
物
の
動
作
・
行
動
、
出
来
事
・
事
柄
の
順
序
・
順
番
が
分
か
る
よ
う
に
表
現
よ
み
さ
せ
る
こ
と
だ
。「
い
わ
し
売
り
は
、
い

わ
し
の
か
ご
を
積
ん
だ
車
を
道
ば
た
に
置
い
て
、
ぴ
か
ぴ
か
光
る
い
わ
し
を
両
手
で
つ
か
ん
で
、
弥
助
の
う
ち
の
中
へ
持
っ
て
入

り
ま
し
た
。」
だ
れ
が
、
ど
う
し
た
、
次
に
ど
う
し
た
、
そ
れ
か
ら
ど
う
し
た
、
人
物
の
行
動
の
順
番
が
分
か
る
よ
う
に
区
切
っ
て
、

短
い
間
を
入
れ
て
、
声
に
乗
せ
る
よ
う
に
読
む
よ
う
に
し
ま
す
。 

★
大
き
な
区
切
り
と
小
さ
な
区
切
り
を
意
識
し
て
、
意
味
内
容
を
声
に
乗
せ
る
よ
う
に
し
ま
す
。
大
き
な
区
切
り
は
、
間
を
広
く
あ

け
て
、
小
さ
な
区
切
り
は
間
を
狭
く
開
け
て
読
み
ま
す
。
前
の
引
用
文
で
は
、「
ご
ん
は
、
物
置
の
そ
ば
を
は
な
れ
て
、…

…
…

「「
い

わ
し
の
安
売
り
だ
あ
い
。
生
き
の
い
い
、
い
わ
し
だ
あ
い
。」
ま
で
が
大
き
な
一
区
切
り
で
す
。「
ご
ん
は
、
そ
の
い
せ
い
の
い
い
声

の
す
る
方
へ
走
っ
て
い
き…

…

「
い
わ
し
を
お
く
れ
。」
と
言
い
ま
し
た
。
ま
で
が
二
番
目
の
大
き
な
一
区
切
り
で
す
。
そ
れ
か
ら

「
う
ち
の
中
へ
持
っ
て
入
り
ま
し
た
。」
ま
で
が
三
番
目
の
大
き
な
一
区
切
り
で
す
。
大
き
な
一
区
切
り
で
は
、
長
め
の
間
を
あ
け
て

読
む
よ
う
に
し
ま
す
。 


