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「
う
ち
ど
く
」
は
「
家う

ち
ど
く読
」
の
こ
と
で
す
。

学
校
で
朝
、
10
分
間
行
って
い
る
読
書
を
「
朝あ

さ

読ど
く

」
と
言
って
い
る
の
と
同
じ
で
、「
家う

ち
ど
く読
」
は

「
家
庭
読
書
」
を
略
し
た
言
葉
で
す
。

　

近
年
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
等
の
急
速
な
普
及

な
ど
子
ど
も
た
ち
を
取
り
巻
く
情
報
環
境
の

大
き
な
変
化
が
、
子
ど
も
た
ち
の
読
書
環
境

に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。子
ど
も
た
ち
の
ゲ
ー
ム
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
な
ど
の
メ
デ
ィ
ア
機
器
に
接
す
る
時
間
が
多

く
な
り
、
読
書
離
れ
が
進
む
傾
向
に
あ
る
の

で
す
。

　

読
書
は
、
生
き
て
い
く
た
め
の
支
え
や
力

毎
月
９
日
は

「
う
ち
ど
９く

」の
日

と
な
り
ま
す
。
大
人
に
は
脳
の
活
性
化
に
役

立
つ
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
こ
で
、
大
山
町
子
ど
も
の
読
書
活
動
推

進
委
員
会
（
以
下
「
推
進
委
員
会
」）
で
は
、

子
ど
も
た
ち
の
読
書
離
れ
を
改
善
す
る
た
め

の
方
策
と
し
て
、
こ
の
度
、
毎
月
９
日
を
「
う

ち
ど
９く

」
の
日
と
決
め
て
、
子
ど
も
か
ら
大

人
ま
で
広
く
町
民
の
皆
さ
ん
に
「
家う

ち
ど
く読
」
を

呼
び
か
け
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。

　

つ
き
ま
し
て
は
、
実
際
に
「
家う

ち
ど
く読
」
に

取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
ご
家
庭
の
実
践
例
を

募
集
し
ま
す
。
お
寄
せ
い
た
だ
い
た
、
実
践

例
を
こ
の
紙
面
で
随
時
紹
介
し
、
大
山
町
に

「
家う

ち
ど
く読
」
の
輪
を
広
げ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

い
ま
す
。
た
く
さ
ん
の
応
募
を
お
待
ち
し
て

い
ま
す
。

　

応
募
用
紙
は
、
町
立
図
書
館
や
公
民
館
に

置
い
て
い
ま
す
。

　

推
進
委
員
会
は
、
子
ど
も
た
ち
に
読
書

習
慣
を
身
に
つ
け
る
た
め
に
、
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

「
家う

ち
ど
く読
の
す
す
め
」
を
制
作
し
、
保
育
園
児

や
小
・
中
学
校
の
児
童
生
徒
の
家
庭
に
配
布

し
ま
し
た
。「
本
や
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
を

す
る
こ
と
」、「
いつ
で
も
本
が
身
近
に
あ
って
、

大
人
も一緒
に
読
書
を
す
る
こ
と
」
な
ど
の
環

境
を
つ
く
り
、
家
族
で
図
書
館
を
利
用
す
る

な
ど
、
子
ど
も
た
ち
に
読
書
習
慣
を
身
に
つ

け
る
た
め
の
ヒ
ン
ト
を
載
せ
て
い
ま
す
。
リ
ー

フ
レ
ッ
ト
は
図
書
館
に
も
置
い
て
い
ま
す
の
で
、

ど
う
ぞ
ご
活
用
く
だ
さ
い
。
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〈
家う
ち
ど
く読
の
実
践
例
〉

○
家
族
で
一
緒
に
本
を
読
む
時
間
を
決
め

て
し
て
い
る
。

○
同
じ
絵
本
を
家
族
で
読
ん
で
、
感
想
を

語
り
合
っ
て
い
る
。

○
家
族
で
「
家う

ち
ど
く読
」
ノ
ー
ト
を
作
っ
て
家

族
が
読
ん
だ
本
の
名
前
を
記
録
し
て
い

る
。

み
ん
な
で
わ
い
わ
い
迎
春
準
備

大
山
公
民
館
大
山
分
館

　

大
山
公
民
館
大
山
分
館
で
は
恒
例
の

「
し
め
縄
飾
り
作
り
講
習
会
」
を
、
12
月

20
日
に
大
山
農
村
環
境
改
善
セ
ン
タ
ー

で
行
い
ま
し
た
。

　

ち
び
っ
子
か
ら
大
人
ま
で
の
参
加
が

あ
り
、
に
ぎ
や
か
な
講
習
会
と
な
り
ま

し
た
。
講
師
は
種
原
の
椎
木
喜
久
男
さ

ん
と
、
坊
領
の
遠
藤
昇
さ
ん
で
す
。
講

師
の
手
ほ
ど
き
を
受
け
な
が
ら
、
縄
綯

い
の
手
に
新
年
へ
の
思
い
を
込
め
て
、

様
々
な
大
き
さ
の

し
め
縄
を
皆
さ
ん

一
生
懸
命
作
り
上

げ
ま
し
た
。

▶
子
ど
も
も
一
緒
に
、し
め
縄
づ
く
り


