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幼
児
教
育
に
お
け
る
「
こ
と
ば
」
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
、
こ
こ
で
は
幼
児
の

身
体
と
関
連
さ
せ
て
「
詩
」
が
も
っ
て
い
る
教
育
力
に
つ
い
て
考
察
し
、
提
言
を

行
う
。

　
子
ど
も
に
お
け
る
「
こ
と
ば
」
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
自
律
的
な
状
況
に
は
未

だ
な
い
。
子
ど
も
の
「
こ
と
ば
」
は
、
使
用
さ
れ
る
「
場
」
に
大
き
く
支
え
ら
れ
て
、

機
能
し
て
い
る
。
「
場
」
は
子
ど
も
が
置
か
れ
て
い
る
人
間
関
係
も
含
め
て
、
子

ど
も
の
主
観
性
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
客
観
的
「
場
」
の
み
が

支
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
子
ど
も
の
体
調
は
敏
感
に
「
こ
と
ば
」
に

反
映
さ
れ
る
。
或
い
は
、
前
日
の
家
庭
内
で
の
出
来
事
が
「
こ
と
ば
」
の
内
実
を

決
定
す
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
　
大
人
は
、
こ
の
よ
う
な
場
合
、
自

身
の
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
な
が
ら
「
こ
と
ば
」
の
自
立
性
を
保
と
う
と
す
る
。

そ
う
し
な
け
れ
ば
社
会
的
人
間
関
係
を
安
定
的
に
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
い
か
ら

で
あ
る
。
　
子
ど
も
と
大
人
と
の
差
異
は
、
ひ
と
言
で
い
え
ば
「
身
体
」
と
「
こ

と
ば
」
と
の
分
離
が
意
識
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
の
と
き
「
身
体
」
は
、
記
憶
や
感
情
を
も
含
め
た
人
間
存
在
の
全
体

性
を
指
す
の
で
あ
り
、
「
ボ
デ
ィ
」
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
子
ど

も
は
大
人
に
比
べ
て
、
「
身
体
」
と
「
こ
と
ば
」
は
分
か
ち
が
た
い
。

　
子
ど
も
と
い
う
「
身
体
」
と
し
て
の
存
在
に
あ
っ
て
、
「
こ
と
ば
の
教
育
」
は

い
か
に
あ
る
べ
き
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
理
論
か
ら
実
践
ま
で
多

く
の
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
「
詩
」
が
持
つ
教
育
力
に
つ
い
て

考
察
す
る
。

　
具
体
的
な
作
品
と
し
て
、
谷
川
俊
太
郎
（
詩
）
と
長
新
太
（
絵
）
に
よ
る
『
め

の
　
ま
ど
　
あ
け
ろ
』
（
１
）
を
取
り
あ
げ
る
。
こ
の
作
品
は
、
子
ど
も
が
朝
起

き
て
か
ら
寝
る
ま
で
の
時
間
を
基
本
線
と
し
て
、
十
一
節
を
書
き
分
け
る
こ
と
で
、

「
生
活
」
に
「
こ
と
ば
」
を
与
え
よ
う
と
し
た
作
品
で
あ
る
。
本
文
は
横
書
き
で

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
縦
書
き
に
し
、｢

絵｣

は
考
察
の
対
象
か
ら
外
し
た
。

Ⅰ
「
め
の
　
ま
ど
　
あ
け
ろ
」
の
世
界

　
第
一
節

　
　
め
の
　
ま
ど
　
あ
け
ろ

　
　
お
ひ
さ
ま
　
ま
っ
て
る
ぞ

　
　
み
み
の
　
ま
ど
　
あ
け
ろ

　
　
だ
れ
か
が
　
う
た
っ
て
る

　
　
は
な
の
　
ま
ど
　
あ
け
ろ

　
　
お
み
お
つ
け
　
い
い
に
お
い

　
　
く
ち
の
　
ま
ど
　
あ
け
て

　
　
お
　
は
　
よ
　
う

幼
児
教
育
に
お
け
る
詩
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世
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子
ど
も
は
周
囲
を
感
覚
を
通
し
て
把
握
す
る
。
決
し
て
「
こ
と
ば
」
で
秩
序
立

て
て
把
握
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
感
覚
は
「
こ
と
ば
」
の
基
礎
と
し
て

の
重
要
な
経
験
的
世
界
を
形
成
す
る
。

　
こ
こ
で
は
、「
め
」「
み
み
」「
は
な
」「
く
ち
」
と
い
う
、
顔
に
あ
る
四
つ
の
「
穴
」

を
提
示
し
て
い
る
。
人
間
の
身
体
に
は
七
つ
の
「
穴
」
が
あ
る
。
そ
れ
を
「
七
竅
」

と
い
う
。
顔
を
か
た
ど
る
主
な
要
素
は
、
こ
の
「
穴
」
か
ら
で
き
て
お
り
、
「
穴
」

を
通
し
て
外
の
世
界
を
受
容
す
る
。
顔
は
「
穴
」
で
で
き
て
い
る
の
で
あ
り
、
し

た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
穴
」
を
開
く
こ
と
が
生
き
る
こ
と
で
あ
る
。

　
顔
と
は
何
か
。
「
パ
ー
ソ
ン
」
は
「
ペ
ル
ソ
ナ
」
で
あ
り
、「
ペ
ル
ソ
ナ
」
は
「
仮
面
」

の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。「
仮
面
」
を
「
顔
」
と
置
き
換
え
れ
ば
、

「
顔
」
は
「
パ
ー
ソ
ン
」
で
あ
り
、
文
字
通
り
そ
の
人
は
外
に
向
か
っ
て
「
顔
向
け
」

し
な
が
ら
、
生
活
を
営
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
顔
」
が
「
穴
」
か
ら
で
き
て
い
る
こ
と
を
、
子
ど
も
が
知
る
こ

と
は
、
自
分
の
み
な
ら
ず
、
他
人
の
「
顔
」
に
興
味
を
持
ち
、
「
顔
を
見
る
」
こ

と
を
覚
え
る
で
あ
ろ
う
。
相
手
の
「
顔
を
見
る
」
こ
と
は
、
人
間
関
係
の
出
発
点

で
あ
り
、
結
び
目
で
も
あ
る
。

　
詩
に
お
け
る
順
序
は
「
め
」
↓
「
み
み
」
↓
「
は
な
」
↓
「
く
ち
」
で
あ
る
。

ほ
ぼ
上
か
ら
下
へ
と
移
っ
て
い
る
。
同
時
に
、
「
み
る
・
き
く
・
か
ぐ
・
あ
じ
わ
う
」

と
い
う
よ
う
な
、
身
体
感
覚
の
使
い
方
が
順
序
立
て
ら
れ
て
お
り
、
朝
起
き
る
際

に
は
、
ほ
ぼ
こ
の
順
で
外
界
を
受
容
し
て
い
る
と
い
え
る
。
素
朴
な
こ
と
で
は
あ

る
が
、
こ
の
こ
と
は
子
ど
も
に
と
っ
て
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
す
な
わ
ち
、「
穴
」

に
「
こ
と
ば
」
を
与
え
る
と
き
に
は
、
必
ず
「
順
序
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

思
う
ま
ま
に
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
順
序
を
加
え
て
表
現
す
る
こ
と
が
、

「
こ
と
ば
」
に
は
求
め
ら
れ
て
い
る
。
幼
児
教
育
に
お
け
る
「
こ
と
ば
」
の
あ
り

方
の
重
要
課
題
が
、
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
全
４
連
の
全
て
の
連
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
ま
ど
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て

い
る
。
い
わ
ゆ
る
比
喩
表
現
で
あ
る
が
、
何
故
「
ま
ど
」
な
の
で
あ
ろ
う
。
子
ど

も
の
こ
と
ば
の
範
囲
に
あ
っ
て
は
、
「
窓
を
あ
け
る
」
「
窓
を
し
め
る
」
が
基
本
的

な
使
わ
れ
方
で
あ
り
、
馴
染
ん
だ
用
法
で
あ
ろ
う
。
こ
の
基
本
的
な
用
法
を
「
め
」

「
み
み
」
「
は
な
」
「
く
ち
」
に
転
用
す
る
こ
と
で
、
「
穴
」
に
一
定
の
イ
メ
ー
ジ
を

与
え
て
い
る
。
顔
の
「
穴
」
は
「
あ
い
て
い
る
」
と
い
う
状
態
を
基
本
と
し
て
そ

こ
に
あ
る
の
だ
が
、
「
ま
ど
」
は
「
あ
け
し
め
す
る
」
と
い
う
行
為
の
対
象
と
し

て
あ
る
。
そ
の
点
で
、｢

め
」
は
「
ま
ぶ
た
」
が
あ
る
の
で
恰
好
の
対
象
で
あ
る
。

そ
し
て
「
穴
」
か
ら
「
ま
ど
」
へ
の
転
換
は
、
読
み
手
に
「
意
志
」
を
要
求
す
る
。
「
ま

ど
」
は
な
に
よ
り
も
「
外
」
と
の
境
界
を
意
味
す
る
。
部
屋
の
内
・
外
を
身
体
の
内
・

外
に
重
ね
て
、
こ
の
境
界
を
取
り
払
い
身
体
を
意
志
的
に
開
け
放
つ
こ
と
を
、｢

ま
ど｣

は
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
「
あ
け
ろ
」
と
い
う
こ
と
ば
に
託

さ
れ
て
い
る
。

　
第
１
連
、
「
お
ひ
さ
ま
　
ま
っ
て
る
ぞ
」
は
、
子
ど
も
の
生
活
の
出
発
に
つ
い

て
の
語
り
と
し
て
重
要
で
あ
る
。
と
く
に
「
ま
っ
て
る
ぞ
」
は
、
幼
児
に
、
自
分

は
「
ま
た
れ
て
い
る
」
存
在
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
ば
と
し
て
機
能
す

る
。

　
人
は
自
分
の
意
志
で
生
ま
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、
生
は
、

精
神
的
な
能
動
性
に
よ
っ
て
初
め
か
ら
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ

逆
で
、
受
動
性
こ
そ
が
生
の
基
盤
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
人
の
精
神
を
か
た
ど

る
根
も
、
こ
の
受
動
性
に
あ
る
と
考
え
る
の
が
順
当
で
あ
る
。
た
と
え
ば
精
神
の

柱
と
も
い
う
べ
き
「
こ
と
ば
」
は
「
聞
く
」
と
い
う
受
動
性
か
ら
出
発
す
る
こ
と

を
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
「
ま
っ
て
い
る
」
と
は
、
自
分
の
存
在
は
「
ま
た
れ

て
い
る
」
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
え
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う

思
い
を
、
子
ど
も
に
育
む
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
は
、
や
が
て
生
き
る
こ
と
へ
の

積
極
的
な
意
志
を
育
む
こ
と
に
な
る
。

　
「
ま
っ
て
る
」
の
は
「
お
ひ
さ
ま
」
で
あ
る
。
「
お
ひ
さ
ま
」
は
、
生
活
の
具
体



幼
児
教
育
に
お
け
る
詩
の
役
割
　
　
　
橋
浦

三

的
な
時
間
を
示
す
と
と
も
に
、
形
而
上
的
な
意
味
も
含
ん
で
い
る
。
当
然
子
ど
も

は
昼
間
の
時
間
が
生
活
時
間
で
あ
る
。
「
お
ひ
さ
ま
」
は
そ
の
時
間
を
全
体
的
に

包
ん
で
、
生
活
の
場
を
差
し
出
し
て
く
る
。
子
ど
も
は
こ
こ
に
具
体
的
な
生
活
を

ひ
と
つ
ひ
と
つ
刻
ん
で
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
お
ひ
さ
ま
」

は
「
光
」
で
あ
れ
ば
、
書
き
手
は
子
ど
も
が
、
日
々
「
光
の
中
を
歩
む
」
こ
と
を
、

願
っ
て
い
る
と
も
い
え
る
。

　
第
２
連
、
「
み
み
の
　
ま
ど
　
あ
け
ろ
」
は
世
界
を
聞
く
事
を
意
味
す
る
が
、

き
く
対
象
を
「
う
た
」
と
し
た
意
味
は
、
「
う
た
」
は
常
に
「
生
の
賛
歌
」
に
他

な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
悲
し
み
の
歌
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
心
の
痛
み

を
「
う
た
」
に
す
る
こ
と
で
、
悲
し
み
を
受
け
入
れ
、
生
を
基
本
的
に
肯
定
す
る
。

そ
の
意
味
で
「
う
た
」
は
「
賛
歌
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
「
だ

れ
か
が
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
う
た
」
の
歌
い
手
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。
つ

ま
り
、
「
う
た
」
を
歌
い
、
生
を
賛
美
す
る
意
志
の
持
ち
主
を
示
す
こ
と
で
、
そ

の
よ
う
に
汝
も
あ
れ
と
、
願
っ
て
い
る
こ
と
が
間
接
的
に
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え

よ
う
。

　
第
３
連
、
「
は
な
の
　
ま
ど
　
あ
け
ろ
」
に
続
い
て
「
お
み
お
つ
け
　
い
い
に

お
い
」
と
続
く
。
鼻
が
と
ら
え
る
の
は
「
お
み
お
つ
け
」
の
「
に
お
い
」
で
あ
る
。「
め
」

と
「
み
み
」
で
、
外
の
世
界
を
感
受
す
る
こ
と
を
促
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
家
庭
の
食
事
を
意
識
的
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
家
庭
は
外
の
世
界
へ
出
て
い
く

足
場
で
あ
り
、
生
活
の
出
発
と
し
て
の
朝
食
を
イ
メ
ー
ジ
さ
せ
て
い
る
。

　
第
４
連
、
「
く
ち
の
　
ま
ど
　
あ
け
て
」
は
第
３
連
の
食
事
の
イ
メ
ー
ジ
を
引

き
取
り
な
が
ら
、
あ
た
ら
な
展
開
を
準
備
し
、
そ
れ
は
「
お
　
は
　
よ
　
う
」
と

い
う
挨
拶
へ
と
転
じ
ら
れ
て
い
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
朝
の
挨
拶
は
そ
の
日
一

日
の
人
間
関
係
の
動
き
始
め
で
も
あ
る
。
人
間
関
係
は
こ
と
ば
で
築
く
も
の
だ
と

す
れ
ば
、
「
く
ち
」
は
「
こ
と
ば
の
ま
ど
」
に
他
な
ら
な
い
。

　
こ
う
見
て
く
る
と
、
第
一
節
は
、
人
間
と
し
て
生
き
る
う
え
で
の
基
本
的
な
事

柄
が
、
子
ど
も
た
ち
へ
の
書
き
手
の
願
望
を
踏
ま
え
て
、
展
開
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
。

　
拍
数
は
１
行
２
拍
で
あ
る
。
以
下
、
音
数
と
し
て
の
「
拍
」
と
は
別
に
、
１
行

を
何
拍
で
読
む
か
と
い
う
観
点
で
、
拍
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　
第
二
節

　
　
い
ち
ば
ん
　
ぼ
た
ん
　
と
お
り
ゃ
ん
せ

　
　
と
ん
ね
る
　
く
ぐ
っ
て
　
う
み
へ
で
る

　
　
に
ば
ん
　
ぼ
た
ん
　
と
お
り
ゃ
ん
せ

　
　
も
ん
を
　
は
い
っ
て
　
こ
ん
に
ち
は

　
　
さ
ん
ば
ん
　
ぼ
た
ん
　
と
お
り
ゃ
ん
せ

　
　
あ
な
か
ら
　
か
お
だ
す
　
も
ぐ
ら
も
ち

　
こ
の
詩
は
拍
数
が
規
則
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
す
ぐ
分
か
る
。
１
行
が
４
拍
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
声
を
出
し
て
読
む
と
き
も
、
「
い
ち
ば
ん
／
ぼ
た
ん
／
と

お
り
ゃ
ん
／
せ
」
と
、
１
行
４
拍
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
何

よ
り
も
「
こ
と
ば
」
は
「
音
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
リ
ズ
ム
を
持
つ
。
我
々
は
普

段
こ
の
こ
と
を
意
識
し
て
い
な
い
が
、
人
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ズ
ム
で
声
を
出
し
、
話

し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
リ
ズ
ム
は
人
そ
れ
ぞ
れ
少
し
ず
つ
違
っ
て
い
る
が
、
リ

ズ
ム
が
な
け
れ
ば
お
そ
ら
く
声
は
出
な
い
。
日
本
語
の
リ
ズ
ム
感
が
身
に
し
み
て

い
る
か
ら
こ
そ
、
日
本
語
が
ス
ム
ー
ズ
に
話
せ
る
の
で
あ
る
。
リ
ズ
ム
は
身
体
性

を
伴
っ
て
存
在
す
る
の
で
、
こ
れ
を
読
む
と
き
に
は
、
身
体
を
通
し
た
リ
ズ
ム
を

こ
と
さ
ら
に
意
識
す
べ
き
で
あ
る
。

　
こ
の
場
面
は
「
着
替
え
」
で
あ
る
。
こ
の
基
本
的
な
生
活
習
慣
を
、
イ
メ
ー
ジ
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を
通
し
て
身
に
つ
け
さ
せ
る
意
味
も
持
っ
て
い
よ
う
。

　
第
１
連
、
「
と
お
り
ゃ
ん
せ
」
は
童
歌
を
連
想
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
普
段
は

あ
ま
り
使
わ
な
い
こ
と
ば
に
触
れ
る
こ
と
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
は
大
事
な
経
験

と
な
る
。
こ
と
ば
は
、
全
て
理
解
し
、
分
か
っ
て
か
ら
使
う
と
は
限
ら
な
い
。
「
ふ

し
ぎ
な
こ
と
ば
だ
な
」
と
い
う
、
い
い
意
味
で
の
つ
ま
ず
き
も
時
に
は
大
事
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
「
つ
ま
ず
き
」
を
通
し
て
、
こ
と
ば
自
体
へ
の
興
味
を
持
つ
こ

と
は
大
い
に
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
と
お
り
ゃ
ん
せ
」
は
「
ぼ
た
ん
」
と
と
も
に
、
３
連
す
べ
て
で
繰
り
返
さ
れ

て
い
る
。
普
通
は
「
ぼ
た
ん
を
か
け
る
」
と
い
う
が
、
そ
の
よ
う
な
散
文
的
な
い

い
方
を
避
け
て
う
た
の
よ
う
に
語
る
こ
と
で
、
「
ぼ
た
ん
を
か
け
る
」
行
為
に
も

楽
し
さ
と
面
白
さ
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
各
連
の
二
行
目
は
繰
り
返
さ
れ
て
い
な
い
。
「
と
ん
ね
る
」
「
も
ん
」
「
あ
な
」

と
い
う
よ
う
に
す
べ
て
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
は
、
「
ぼ
た
ん
の
穴
」

を
比
喩
的
に
言
い
換
え
る
こ
と
、
同
時
に
、
「
く
ぐ
る
」
「
は
い
る
」
「
か
お
だ
す
」

と
い
う
よ
う
に
「
ぼ
た
ん
を
か
け
る
」
行
為
を
比
喩
化
す
る
こ
と
で
、
一
つ
の

行
為
・
こ
と
ば
が
さ
ま
ざ
ま
な
行
為
・
こ
と
ば
と
結
び
つ
く
こ
と
が
理
解
で
き
る
。

ま
た
、
こ
と
ば
は
「
連
想
」
に
よ
っ
て
「
論
理
」
が
展
開
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
知

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
第
３
連
は
「
も
ぐ
ら
も
ち
」
が
突
然
現
れ
、
そ
れ
ま
で
主
語
が
「
ぼ
た
ん
」
で
あ
っ

た
の
が
、
こ
こ
で
は
「
も
ぐ
ら
も
ち
」
に
飛
躍
し
て
い
る
。
「
ぼ
た
ん
」
を
は
な

れ
て
ま
っ
た
く
違
う
「
も
ぐ
ら
も
ち
」
が
出
現
す
る
こ
と
は
、「
ぼ
た
ん
」
と
「
も

ぐ
ら
も
ち
」
と
の
間
の
距
離
を
い
っ
き
ょ
に
飛
び
越
え
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
。

こ
こ
に
、
子
ど
も
た
ち
は
ひ
そ
か
な
冒
険
心
を
く
す
ぐ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
地
続

き
の
平
板
な
連
続
性
を
断
ち
切
っ
て
、
異
質
な
も
の
へ
の
飛
躍
を
強
い
ら
れ
る
こ

と
は
、
う
ま
く
行
け
ば
と
て
も
気
持
ち
が
よ
く
、
こ
の
突
然
さ
は
か
え
っ
て
歓
迎

さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
と
ば
は
決
し
て
連
続
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
と
は
か
ぎ
ら

ず
、
至
る
所
に
不
連
続
な
飛
躍
が
あ
る
こ
と
も
、
少
し
注
意
深
く
こ
と
ば
を
見
つ

め
れ
ば
分
か
る
こ
と
で
あ
る
。
因
み
に
、
こ
こ
で
は
第
１
節
の
「
穴
」
を
引
き
取
っ

て
い
る
と
も
い
え
よ
う
。

　
拍
数
は
１
行
４
拍
で
あ
る
。

　
第
三
節
　
　

　
　
ほ
っ
ぺ
た
の
は
ら
に
　
あ
め
が
ふ
る

　
　
お
で
こ
が
お
か
に
　
あ
め
が
ふ
る

　
　
は
な
の
や
ま
に
も
　
あ
め
が
ふ
る

　
　
め
と
め
の
い
け
に
も
　
あ
め
が
ふ
る

　
　
た
お
る
で
　
ふ
い
た
ら

　
　
あ
お
ぞ
ら
み
え
た

　
い
う
ま
で
も
な
く
洗
面
の
場
面
で
あ
る
。
顔
の
部
分
を
「
は
ら
」
「
お
か
」
「
や

ま
」
「
い
け
」
に
喩
え
て
い
る
。
こ
こ
に
も
連
想
に
よ
る
飛
躍
が
あ
り
、
子
ど
も

た
ち
に
、
こ
と
ば
で
跳
ぶ
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
「
は
ら
に
」「
お
か
に
」「
や

ま
に
も
」
「
い
け
に
も
」
と
い
う
よ
う
に
、
「
に
」
と
「
に
も
」
が
使
い
分
け
ら
れ

て
い
て
、
助
詞
の
使
い
方
に
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
配
慮
は
、
何
気
な

い
も
の
で
あ
る
が
重
要
で
あ
る
。

　
第
１
連
は
す
べ
て
の
行
末
で
「
あ
め
が
ふ
る
」
が
反
復
さ
れ
て
い
る
。
詩
に
お

い
て
「
反
復
」
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
散
文
と
の
違
い
も
こ
の
点
に
あ
る
。

子
ど
も
に
と
っ
て
、
あ
る
い
は
人
の
存
在
に
と
っ
て
「
反
復
」
と
は
何
か
、
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
は
改
め
て
後
述
す
る
。
第
２
連
は
、
「
洗
面
」
が
明
示
さ
れ
、
「
た

お
る
で
ふ
く
」
と
い
う
日
常
の
行
為
を
こ
と
ば
で
自
覚
さ
せ
る
働
き
も
も
っ
て
い
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る
。
「
あ
お
ぞ
ら
　
み
え
た
」
は
、
第
１
連
の
「
あ
め
が
ふ
る
」
か
ら
の
展
開
で
、

こ
れ
ま
で
目
を
つ
ぶ
っ
て
洗
面
し
て
い
た
状
況
か
ら
、
目
を
開
け
た
状
況
へ
の
変

化
を
い
い
、
同
時
に
、
濡
れ
た
顔
（
は
ら
・
お
か
・
や
ま
・
い
け
）
が
乾
い
て
い

く
さ
ま
を
も
連
想
さ
せ
て
い
る
。
第
一
節
の
「
め
の
　
ま
ど
　
あ
け
ろ
」
と
響
き

合
っ
て
い
よ
う
。

　
拍
数
は
１
行
４
拍
を
基
本
と
し
て
、
第
３
連
は
１
行
２
拍
で
あ
る
。

　
第
四
節

　
　
に
ょ
ろ
に
ょ
ろ
あ
る
く
の
　
へ
び
で
す
ね

　
　
こ
そ
こ
そ
あ
る
く
の
　
ど
ろ
ぼ
う
だ

　
　
の
し
の
し
あ
る
く
の
　
ぞ
う
な
ら
ば

　
　
ち
ょ
ろ
ち
ょ
ろ
あ
る
く
の
　
ご
き
ぶ
り
か

　
　
か
た
こ
と
あ
る
く
の
　
ろ
ぼ
っ
と
で

　
　
あ
る
か
な
い
の
は
　
い
し
っ
こ
ろ

　
こ
こ
か
ら
場
面
は
家
の
中
を
出
て
外
に
設
定
さ
れ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
「
あ
る
く
」

を
中
心
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
擬
態
語
が
並
ん
で
い
る
が
、
「
歩
き
方
」
に
も
そ

れ
そ
れ
の
表
情
が
あ
る
こ
と
が
、
子
ど
も
た
ち
に
自
ず
と
伝
わ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
動
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
歩
き
方
」
が
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ

ぞ
れ
の
生
き
方
と
分
か
ち
が
た
い
こ
と
を
直
感
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
世
界
は

思
っ
て
い
る
以
上
に
表
情
豊
か
な
起
伏
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
終
行
は
、

「
あ
る
か
な
い
の
は
」
と
、
否
定
に
転
じ
て
、
リ
ズ
ム
に
変
化
を
つ
け
、
同
時
に
、「
あ

る
か
な
い
の
は
　
い
し
っ
こ
ろ
」
な
ら
ば
、
「
い
し
っ
こ
ろ
は
」
何
を
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
問
に
自
ず
と
子
ど
も
た
ち
を
誘
う
。
「
い
し
っ
こ
ろ
」
独

自
の
表
情
を
、
子
ど
も
た
ち
は
戸
惑
い
な
が
ら
探
す
で
あ
ろ
う
。
「
に
ょ
」
「
ち
ょ
」

と
い
っ
た
拗
音
を
意
識
さ
せ
る
働
き
も
担
っ
て
い
る
。

　
拍
数
は
１
行
４
拍
で
あ
る
。

　
第
五
節

　
　
い
っ
ぽ
ん
あ
し
　
か
か
し

　
　
あ
た
ま
に
　
か
ら
す

　
　
あ
め
が
ふ
っ
て
も
　
か
ぜ
が
ふ
い
て
も

　
　
た
お
れ
っ
こ
な
あ
し

　
　
い
っ
ぽ
ん
あ
し
　
か
か
し

　
　
お
お
き
な
　
め
だ
ま

　
　
か
え
る
が
な
い
て
も
　
ば
っ
た
が
は
ね
て
も

　
　
わ
ら
い
っ
こ
な
あ
し

　
「
か
か
し
」
は
、
第
四
節
の
「
あ
る
く
」
を
「
あ
る
か
な
い
か
か
し
」
へ
と
、

逆
に
展
開
さ
せ
た
も
の
。
こ
こ
で
は
「
た
お
れ
っ
こ
な
あ
し
」
「
わ
ら
い
っ
こ
な

あ
し
」
と
い
う
よ
う
に
、
無
表
情
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
か
か
し
」

に
あ
っ
て
は
こ
れ
が
「
か
か
し
」
の
表
情
な
の
で
あ
る
。
「
か
か
し
」
の
周
り
は
、

意
外
に
騒
が
し
い
。
「
か
ら
す
」「
あ
め
」「
か
ぜ
」
、「
か
え
る
」「
ば
っ
た
」
が
や
っ

て
く
る
。
こ
う
見
る
と
、｢

か
か
し｣

の
無
表
情
は
周
囲
の
訪
れ
を
受
容
す
る
無

表
情
で
あ
り
、
受
容
す
る
こ
と
に
お
い
て
「
か
か
し
」
は
豊
か
な
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
一
人
で
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
周
囲
と
の
関
係
の
中
で
生
き
て
い

る
。
「
か
か
し
」
の
無
表
情
は
、
周
囲
と
の
関
係
に
動
か
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「
か
ら
す
」
が
止
ま
っ
た
「
か
か
し
」
と
「
あ
め
」
の
中

の
か
か
し
と
で
は
、
そ
の
た
た
ず
ま
い
は
違
う
。
つ
ま
り
、｢

か
か
し｣

は
、
周

囲
と
の
関
係
に
よ
っ
て
ま
さ
に
そ
の
た
た
ず
ま
い
は
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
「
か

え
る
」
が
鳴
い
て
い
る
夏
の
「
か
か
し
」
と
「
ば
っ
た
」
が
は
ね
る
秋
の
「
か
か
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し
」
で
は
、
周
囲
を
受
容
し
つ
つ
そ
こ
に
あ
る
「
か
か
し
」
の
た
た
ず
ま
い
は
ま
っ

た
く
違
う
。

　
こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
な
が
ら
も
、
詩
の
方
向
性
は
「
か
か
し
」
の
無
表
情
に

あ
る
。
そ
れ
を
「
た
お
れ
っ
こ
な
あ
し
」
、「
わ
ら
い
っ
こ
な
あ
し
」
と
歌
っ
て
い
る
。

「
な
あ
し
」
と
い
う
い
い
方
は
、「
た
お
れ
な
い
」「
わ
ら
わ
な
い
」
と
い
う
事
柄
を
、

一
般
的
な
同
意
に
基
づ
き
つ
つ
、
「
か
か
し
」
と
の
距
離
を
縮
め
る
話
法
で
あ
る
。

同
時
に
、
読
み
手
に
そ
の
こ
と
の
同
意
を
求
め
て
い
る
。
こ
の
話
法
を
通
し
て
、

「
か
か
し
」
の
無
表
情
は
「
か
か
し
」
の
表
情
そ
の
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ

て
い
く
の
で
あ
る
。

　
拍
数
は
１
行
４
拍
で
あ
る
。
各
連
の
３
行
目
は
し
た
が
っ
て
つ
づ
め
て
読
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
い
っ
ぽ
ん
／
あ
し
／
か
か
／
し
」
「
あ
た
／
ま
に
／
か
ら
／
す
」
「
あ
め
が
／

ふ
っ
て
も
／
か
ぜ
が
／
ふ
い
て
も
」
「
た
お
／
れ
っ
こ
／
な
あ
／
し
」
。

　
第
六
節

　
　
い
た
い
と
こ
　
と
ん
で
い
け

　
　
ろ
け
っ
と
の
っ
て
　
と
ん
で
い
け

　
　
こ
っ
ち
の
ほ
し
は
　
に
が
い
ぞ

　
　
あ
っ
ち
の
ほ
し
は
　
あ
ま
い
ぞ

　
「
い
た
さ
」
を
忘
れ
る
た
め
の
お
ま
じ
な
い
。
「
い
た
い
と
こ
　
と
ん
で
い
け
」

は
人
口
に
膾
炙
し
た
慣
用
的
な
い
い
方
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
「
と
ん
で
い
け
」

に
「
ろ
け
っ
と
の
っ
て
」
と
、
す
ば
や
く
痛
み
が
遠
の
く
こ
と
に
具
体
的
な
イ

メ
ー
ジ
を
与
え
て
い
る
。
ま
た
、
「
ろ
け
っ
と
に
の
っ
て
」
を
つ
づ
め
た
い
い
方

で
、
一
行
４
拍
を
、
歯
切
れ
の
良
さ
と
と
も
に
確
保
し
て
い
る
。
「
こ
っ
ち
の
ほ

し
は
　
に
が
い
ぞ
」
「
あ
っ
ち
の
ほ
し
は
　
あ
ま
い
ぞ
」
は
、
「
あ
っ
ち
の
み
ず
は

　
に
が
い
ぞ
」
「
こ
っ
ち
の
み
ず
は
　
あ
ま
い
ぞ
」
と
い
う
童
歌
を
、
「
あ
ま
い
」

「
に
が
い
」
を
逆
に
し
て
い
る
。
「
い
た
い
と
こ
」
は
「
あ
っ
ち
」
に
行
っ
て
欲
し

い
か
ら
で
あ
る
。
「
み
ず
」
が
「
ほ
し
」
に
か
え
ら
れ
て
い
る
が
、
お
の
ず
と
「
天

の
川
」
が
連
想
さ
れ
る
。
い
わ
ば
「
か
く
し
味
」
と
し
て
、
「
み
ず
・
天
の
川
」

は
利
い
て
い
る
。
ま
た
原
歌
は
「
ほ
た
る
」
で
あ
り
、
「
み
ず
」
が
「
に
が
い
・

あ
ま
い
」
と
い
う
の
は
整
合
性
が
あ
る
が
、
こ
れ
が
「
ろ
け
っ
と
」
と
な
る
と
、「
ろ

け
っ
と
」
は
物
な
の
で
、
「
ほ
た
る
」
に
存
在
し
た
整
合
性
は
希
薄
に
な
る
。
こ

こ
に
は
、
逸
脱
と
い
う
ナ
ン
セ
ン
ス
が
機
能
し
て
い
る
。
宇
宙
に
飛
び
出
す
「
ろ

け
っ
と
」
あ
る
い
は
「
い
た
い
と
こ
」
に
「
に
が
い
ぞ
」
「
あ
ま
い
ぞ
」
と
呼
び

か
け
る
こ
と
自
体
が
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
り
、
「
ろ
け
っ
と
」
が
そ
も
そ
も
虚
の
イ

メ
ー
ジ
で
し
か
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
こ
れ
が
こ
と
ば
遊
び
の
特
徴
で
あ
り
、
実

体
化
し
て
こ
と
ば
を
受
け
取
っ
て
は
な
ら
い
の
で
あ
る
。

　
「
ほ
た
る
」
は
飛
ぶ
こ
と
に
お
い
て
は
「
ろ
け
っ
と
」
と
同
じ
で
あ
る
が
、
飛

び
方
は
大
分
違
っ
て
い
る
。
「
ほ
た
る
」
は
地
上
を
ゆ
っ
く
り
、
た
ゆ
た
う
よ
う

に
飛
ぶ
。
「
ろ
け
っ
と
」
は
宇
宙
へ
直
線
的
に
飛
ぶ
。
そ
し
て
、
一
方
は
儚
い
命

の
象
徴
で
あ
り
、
一
方
は
現
代
科
学
技
術
の
象
徴
と
も
い
え
る
。
こ
の
よ
う
な
、

暗
に
対
照
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
る
こ
と
で
、
表
現
の
奥
行
き
を
作
り
出
す
の
は
、

「
引
用
」
が
も
た
ら
す
独
自
の
効
果
で
あ
る
。
読
み
手
は
、
表
の
読
み
を
た
ど
り

な
が
ら
裏
に
隠
れ
て
い
る
も
う
一
つ
の
読
み
を
重
ね
て
、
そ
の
二
重
性
を
楽
し
む

こ
と
に
な
る
。
両
者
に
共
通
項
を
見
出
し
な
が
ら
も
、
二
つ
の
も
の
が
異
質
で
あ

る
こ
と
が
そ
の
と
き
の
条
件
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
ほ
た
る
」
の
唄

を
う
た
っ
て
聞
か
せ
る
こ
と
が
、
よ
り
楽
し
く
読
め
る
条
件
で
あ
ろ
う
。

　
拍
数
は
１
行
４
拍
で
あ
る
。

　
第
七
節

　
　
か
ん
か
ん
　
お
こ
り
む
し
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お
な
か
の
な
か
で
　
な
に
し
て
る

　
　
だ
い
じ
な
し
っ
ぽ
に
　
ひ
が
つ
い
た

　
　

　
　
か
ん
か
ん
　
お
こ
り
む
し

　
　
お
な
か
の
な
か
か
ら
　
で
て
お
い
で

　
　
の
は
ら
で
さ
か
だ
ち
　
し
て
お
い
で

　
「
か
ん
か
ん
」
・
「
お
こ
る
」
の
結
び
つ
き
に
、
「
む
し
の
い
ど
こ
ろ
が
わ
る
い
」

を
重
ね
て
「
か
ん
か
ん
　
お
こ
り
む
し
」
が
成
立
す
る
。
「
お
こ
る
」
と
い
う
、

感
情
的
な
行
為
に
こ
と
ば
を
与
え
て
、
こ
れ
を
回
避
す
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

大
人
が
子
ど
も
に
い
い
聞
か
せ
る
状
況
が
設
定
さ
れ
て
い
る
が
、
や
が
て
子
ど
も

は
こ
の
こ
と
を
自
分
自
身
に
い
い
聞
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
「
お
こ
る
」

と
い
う
行
為
が
決
し
て
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
人
間
と
し
て
ご
く
自
然
な
こ
と

で
あ
り
、
誰
で
も
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
を
子
ど
も
が
知
る
と
同
時
に
、「
お

こ
る
」
こ
と
を
自
分
で
手
な
ず
け
る
す
べ
を
身
に
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

も
示
唆
し
て
い
る
。

　
「
お
な
か
の
な
か
で
　
な
に
し
て
る
」
は
、
外
か
ら
の
問
い
か
け
で
あ
り
、
「
お

こ
っ
て
い
る
」
状
態
を
「
む
し
」
の
「
だ
い
じ
な
し
っ
ぽ
に
　
ひ
が
つ
い
た
」
状

態
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
化
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
「
お
こ
っ
て
い
る
」
の
は
「
だ

い
じ
な
し
っ
ぽ
に
ひ
が
つ
い
た
」
か
ら
だ
と
い
う
、
因
果
関
係
と
し
て
捉
え
る
こ

と
も
で
き
る
が
、
こ
の
場
合
、
因
果
関
係
を
は
っ
き
り
示
す
こ
と
は
し
て
い
な
い
。

子
ど
も
は
因
果
関
係
に
未
だ
縛
ら
れ
ず
に
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
「
〜
だ
か
ら
」

と
い
う
「
つ
な
ぎ
の
こ
と
ば
」
は
、
不
要
な
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
直
感
的
に
つ
な

い
で
い
く
方
が
実
態
に
合
っ
て
い
る
。

　
「
お
こ
る
」
と
い
う
感
情
を
視
覚
化
し
、
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
語
る
こ
と
は
、

感
情
が
昇
華
さ
れ
る
た
め
に
は
有
効
な
手
立
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
で
は
「
さ

か
だ
ち
」
す
る
こ
と
で
「
む
し
」
を
出
す
と
い
う
ユ
ー
モ
ア
に
支
え
ら
れ
て
お
り
、

感
情
を
み
ず
か
ら
な
だ
め
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
拍
数
は
、
リ
ズ
ム
を
き
つ
く
し
て
、
１
行
を
２
拍
で
読
む
の
が
よ
い
。

　
第
八
節

　
　
ひ
っ
ち
ら
か
し
　
と
っ
ち
ら
か
し

　
　
お
っ
ぽ
ら
か
し
　
お
お
あ
ら
し

　
　
ひ
っ
か
た
づ
け
　
と
っ
か
た
づ
け

　
　
あ
と
か
た
づ
け
　
ひ
と
だ
す
け

　
原
本
で
は
、
第
１
連
の
こ
と
ば
は
、
左
頁
に
踊
る
よ
う
に
配
置
さ
れ
て
い
る
。

第
２
連
は
そ
の
ま
ま
２
行
で
書
か
れ
て
い
る
。

　
子
ど
も
に
と
っ
て
「
か
た
づ
け
」
の
習
慣
を
身
に
つ
け
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
前
提
に
し
て
、
ま
ず
、「
ち
ら
か
し
」
を
う
た
う
。
子
ど
も
に
と
っ
て
「
ち

ら
か
し
」
は
、
あ
り
の
ま
ま
の
こ
と
で
あ
り
、
む
し
ろ
楽
し
い
こ
と
で
あ
る
か
も

し
れ
な
い
。
第
１
連
で
は
、
こ
の
こ
と
を
認
め
受
容
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。

「
ひ
っ
ち
ら
か
し
」
は
周
知
さ
れ
た
言
い
回
し
で
あ
る
。
「
ひ
っ
」
は
「
ち
ら
か
す
」

を
強
め
る
こ
と
ば
で
あ
り
、「
ひ
っ
ぱ
た
く
」
と
同
様
で
あ
る
。
「
と
っ
ち
ら
か
し
」

の
「
と
っ
」
は
「
と
り
ち
ら
か
し
」
の
音
便
化
で
あ
る
。
「
お
っ
ぽ
ら
か
し
」
の
「
お
っ
」

は
「
お
っ
た
て
る
」
と
同
じ
強
め
る
語
法
で
あ
る
。
「
っ
」
は
、
「
ち
ら
か
す
」
行

為
の
躍
動
感
と
秩
序
の
混
乱
と
い
う
、
子
ど
も
が
持
っ
て
い
る
逸
脱
性
を
、
尖
っ

た
リ
ズ
ム
で
表
現
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
第
１
連
は
、
「
し
」
の
韻
を
踏
ん
で
い
る
。
こ
と
ば
の
音
を
自
覚
さ
せ
、
同
音

が
反
復
さ
れ
る
心
地
よ
さ
に
子
ど
も
を
誘
っ
て
い
る
。
「
お
お
あ
ら
し
」
は
、
こ

こ
ま
で
促
音
を
用
い
て
「
ち
ら
か
し
」
の
乱
雑
さ
を
表
現
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
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全
体
を
収
め
、
ま
と
め
る
こ
と
ば
と
し
て
促
音
を
外
し
た
「
あ
ら
し
」
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。

　
第
２
連
は
、「
け
」
の
音
を
行
末
に
そ
ろ
え
て
い
る
。
「
か
た
づ
け
」
を
中
心
に
、

第
１
連
と
同
様
に
「
ひ
っ
」
「
と
っ
」
を
用
い
て
、
「
か
た
づ
け
」
の
せ
わ
し
な
さ

を
表
し
て
い
る
が
、
「
あ
と
か
た
づ
け
」
は
促
音
を
は
ず
し
て
、
穏
や
か
な
雰
囲

気
を
出
し
な
が
ら
終
息
に
向
か
っ
て
い
る
。
「
ひ
と
だ
す
け
」
は
、
「
あ
と
か
た
づ

け
」
の
手
伝
い
を
す
る
よ
う
に
と
、
う
な
が
す
働
き
を
し
て
い
る
。

　
拍
数
は
１
行
２
拍
で
あ
る
。

　
第
九
節

　
　
た
ら
こ
　
か
ず
の
こ
　
さ
か
な
の
こ

　
　
だ
ん
ご
の
　
き
な
こ
は
　
だ
い
ず
の
こ

　
　
た
け
の
こ
　
た
け
の
こ
　
な
め
こ
は
　
き
の
こ

　
　
た
ま
ご
　
か
ま
ぼ
こ
　
れ
い
ぞ
う
こ

　
　
し
ょ
く
ご
は
　
い
ち
ご
か
　
お
し
る
こ
か

　
　
い
た
ず
ら
っ
こ
は
　
は
ら
っ
ぺ
こ

　
こ
の
場
面
は
「
は
ら
っ
ぺ
こ
」
を
中
心
に
「
れ
い
ぞ
う
こ
」
の
中
を
連
想
さ
せ

て
い
る
。

　
第
１
連
、
「
た
ら
こ
」
「
か
ず
の
こ
」
は
「
さ
か
な
」
の
卵
で
あ
る
が
、
こ
れ
を

「
さ
か
な
の
こ
」
と
い
い
換
え
て
い
る
。
「
こ
」
の
音
に
よ
る
連
想
か
ら
「
き
な
こ
」

が
導
か
れ
、
１
行
目
と
同
様
に
「
だ
い
ず
の
こ
」
と
結
ん
で
い
る
。
音
数
は
、

３
・
４
・
５
／
４
・
４
・
５
と
い
う
よ
う
に
、
リ
ズ
ム
が
だ
ん
だ
ん
重
く
な
っ

て
い
く
。

　
第
２
連
、
「
た
け
の
こ
」
を
二
回
繰
り
返
し
、
第
１
連
と
は
違
う
こ
と
ば
の
運

び
方
を
意
識
さ
せ
て
い
る
。
着
地
点
は
「
こ
」
の
音
を
有
効
化
す
る
「
き
の
こ
」

で
あ
る
が
、
こ
の
行
の
仕
掛
け
は
や
や
見
え
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
「
た
け
の

こ
」
は
「
た
け
」
の
「
こ
」
で
あ
り
、
そ
の
流
れ
か
ら
す
る
と
「
な
め
こ
」
は
何

の
子
か
と
い
う
問
が
生
ま
れ
る
。
こ
れ
を
受
け
て
「
な
め
こ
は
　
き
の
こ
」
と
い

う
、
一
種
の
は
ぐ
ら
か
し
を
す
る
こ
と
で
、
遊
び
の
色
彩
が
い
っ
き
ょ
に
濃
く
な

る
。
２
行
目
は
、「
き
の
こ
」
の
「
こ
」
を
受
け
て
、
冷
蔵
庫
の
中
身
を
「
た
ま
ご
」「
か

ま
ぼ
こ
」
と
並
べ
、
最
後
に
入
れ
も
の
で
あ
る
「
れ
い
ぞ
う
こ
」
で
、
韻
を
合
わ

せ
て
ま
と
め
て
い
る
。
音
数
は
、
４
・
４
・
４
・
３
／
３
・
４
・
５

　
第
３
連
、「
こ
」
が
こ
の
連
を
主
導
し
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
と
は
違
う
の
は
、「
れ

い
ぞ
う
こ
」
を
除
い
て
、
全
て
食
べ
も
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
に
来
て
、
食
べ
も

の
か
ら
離
れ
、
「
い
た
ず
ら
っ
こ
」
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
て
い
る
。
「
し
ょ
く
ご
は

　
い
ち
ご
か
　
お
し
る
こ
か
」
で
は
、「
い
ち
ご
」「
お
し
る
こ
」
に
対
し
て
「
し
ょ

く
ご
」
の
「
ご
」
は
、
「
食
＋
後
」
で
イ
レ
ギ
ュ
ラ
ー
で
あ
る
。
こ
の
イ
レ
ギ
ュ

ラ
ー
な
「
ご
」
を
引
き
取
っ
て
「
い
た
ず
ら
っ
こ
は
　
は
ら
っ
ぺ
こ
」
が
用
意
さ

れ
て
い
る
。
「
た
ら
こ
」
か
ら
出
発
し
た
「
こ
」
は
、
こ
こ
で
完
全
に
食
べ
「
も
の
」

か
ら
離
れ
て
、
全
体
が
「
は
ら
っ
ぺ
こ
」
に
収
斂
さ
れ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、

こ
の
場
面
は
「
は
ら
っ
ぺ
こ
」
か
ら
、
最
初
の
「
た
ら
こ
　
か
ず
の
こ
　
さ
か
な

の
こ
」
に
も
う
一
度
も
ど
る
気
分
を
読
み
手
に
与
え
て
終
わ
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
音
数
は
、
４
・
４
・
５
／
７
・
５
で
、
最
終
行
は
５
・
７
の
安
定
し
た
拍
数
で
締
め

く
く
っ
て
い
る
。

　
拍
数
は
１
行
４
拍
で
あ
る
。
各
連
で
音
数
は
違
っ
て
い
る
が
、
１
行
４
拍
に
収

ま
っ
て
い
る
。

　
第
十
節

　
　
せ
っ
け
ん
さ
ん
が
　
す
う
べ
っ
た
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す
べ
っ
て
　
お
で
こ
を
　
ぶ
っ
つ
け
た

　
　
せ
っ
け
ん
さ
ん
が
　
す
う
べ
っ
た

　
　
す
べ
っ
て
　
す
け
ー
と
　
き
ん
め
だ
る

　
　
せ
っ
け
ん
さ
ん
が
　
す
う
べ
っ
た

　
　
す
べ
っ
て
　
ひ
と
り
で
　
か
く
れ
ん
ぼ

　
い
う
ま
で
も
な
く
お
風
呂
の
場
面
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
せ
っ
け
ん
さ
ん
」
と
「
す

う
べ
っ
た
」
の
「
っ
」
と
「
う
」
が
全
体
の
リ
ズ
ム
を
つ
く
っ
て
い
る
。
促
音
と

長
音
の
対
比
が
印
象
的
で
あ
る
。
全
て
の
連
が
、
７
・
５
／
４
・
４
・
５
に
そ
ろ
え

ら
れ
て
い
て
、
簡
潔
に
ま
と
ま
っ
て
い
る
。「
お
で
こ
を
　
ぶ
っ
つ
け
た
」
、「
す
け
ー

と
　
き
ん
め
だ
る
」
、
「
ひ
と
り
で
　
か
く
れ
ん
ぼ
」
は
、
何
の
脈
絡
も
な
く
、
全

て
が
「
す
べ
っ
て
」
の
連
想
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
順
序
は
く
ず
せ
な
い
。
日

常
的
な
出
来
事
か
ら
入
っ
て
、
「
き
ん
め
だ
る
」
と
い
う
知
識
へ
移
り
、
「
ひ
と
り

で
　
か
く
れ
ん
ぼ
」
と
い
う
、
非
日
常
性
へ
と
誘
い
込
む
手
順
は
重
要
で
あ
る
。

子
ど
も
は
、
こ
の
最
後
の
連
の
非
日
常
性
に
こ
そ
、
共
感
を
最
も
感
じ
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
お
風
呂
を
題
材
に
し
て
い
る
こ
と
に
は
、
子
ど
も
を
お
風
呂
に
誘

う
も
く
ろ
み
も
あ
ろ
う
。

　
拍
数
は
１
行
４
拍
で
あ
る
。

　
第
十
一
節

　
　
ふ
と
ん
の
う
み
に
　
も
ぐ
っ
た
ら

　
　
よ
る
の
さ
か
な
が
　
は
ね
て
い
る

　
　
ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
　
ね
ん
こ
ろ
り

　
　
ふ
と
ん
の
う
み
の
　
な
み
の
そ
こ

　
　
ゆ
め
の
て
れ
び
が
　
ひ
か
っ
て
る

　
　
ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
　
ね
ん
こ
ろ
り

　
最
終
連
は
、
就
寝
の
場
面
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
軽
快
な
リ
ズ
ム
と
は
違
っ

て
、
や
や
重
い
リ
ズ
ム
を
選
択
し
て
い
る
。
音
数
は
、
７
・
５
／
７
・
５
／
７
・

５
で
あ
る
。
「
ふ
と
ん
」
の
中
を
「
う
み
」
に
喩
え
て
、
「
よ
る
の
さ
か
な
」
と

「
ゆ
め
の
て
れ
び
」
を
配
し
て
い
る
。
「
さ
か
な
」
は
無
意
識
の
深
み
に
棲
ん
で

い
る
、
太
古
か
ら
の
記
憶
を
思
わ
せ
る
。
こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
「
ゆ
め
」
に
も
受

け
継
が
れ
、
水
底
に
揺
ら
め
く
太
古
の
無
意
識
が
繰
り
返
さ
れ
る
。
同
時
に
、「
ゆ

め
の
テ
レ
ビ
」
は
、
現
代
性
も
発
揮
し
て
い
て
新
鮮
で
あ
る
。
「
ゆ
め
」
を
「
て

れ
び
」
の
画
面
に
見
た
立
て
て
、
こ
ど
も
が
「
ゆ
め
」
を
見
な
が
ら
眠
り
に
つ

く
こ
と
を
、
思
い
や
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
ね
ん
ね
ん
こ
ろ
り
　
ね
ん
こ
ろ

り
」
は
、
子
守
唄
の
常
套
的
こ
と
ば
で
あ
り
、
７
・
５
と
合
わ
せ
て
、
き
わ
め

て
伝
統
的
な
リ
ズ
ム
と
こ
と
ば
で
、「
め
の
　
ま
ど
　
あ
け
ろ
」
を
締
め
く
く
っ

た
こ
と
に
な
る
。

　
拍
数
は
１
行
４
拍
で
あ
る
。

Ⅱ 

幼
児
教
育
に
お
け
る
詩
の
条
件

　
幼
児
教
育
に
ふ
さ
わ
し
い
詩
の
条
件
を
示
す
。

（
１
）
１
行
の
拍
数
が
感
じ
と
れ
る
こ
と
（
音
数
が
一
定
の
拍
を
形
成
し
て
い
る    

　
こ
と
）

（
２
）
１
連
が
短
い
こ
と

（
３
）
こ
と
ば
遊
び
の
要
素
が
あ
る
こ
と

（
４
）
声
に
出
し
て
読
め
る
こ
と

（
５
）
数
連
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
あ
る
こ
と
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以
下
、
簡
単
に
説
明
す
る
。

（
１
）
１
行
の
拍
数
が
感
じ
取
れ
る
こ
と

　
日
本
語
の
特
徴
の
一
つ
に
、
一
音
一
拍
の
原
則
が
あ
る
。
ひ
ら
が
な
で
一
字
分

が
一
拍
に
相
当
す
る
。
こ
の
基
本
的
な
特
徴
を
、
こ
と
ば
の
活
動
を
通
し
て
子
ど

も
た
ち
に
自
覚
さ
せ
る
こ
と
は
大
切
で
あ
る
。
こ
れ
は
や
が
て
五
十
音
図
の
意
味

を
理
解
す
る
上
で
も
重
要
で
あ
る
。
一
音
一
拍
を
基
礎
と
し
て
、
５
・
７
な
ど
の

リ
ズ
ム
が
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
子
ど
も
た
ち
に
は
、
手
を
た
た
い

た
り
し
て
こ
の
こ
と
を
自
覚
さ
せ
る
の
も
よ
い
。
こ
と
ば
の
意
味
よ
り
も
拍
を
意

識
さ
せ
る
こ
と
が
、
「
声
」
と
し
て
の
日
本
語
を
意
識
さ
せ
る
出
発
点
で
あ
る
。

再
確
認
す
れ
ば
、
こ
と
ば
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
音
と
リ
ズ
ム
で
構
成
さ
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。

（
２
）
１
連
が
短
い
こ
と

　
こ
と
ば
は
音
だ
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
意
味
も
つ
い
て
回
る
。
し
た
が
っ
て
、

子
ど
も
た
ち
は
こ
と
ば
の
意
味
を
捉
え
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

詩
の
意
味
を
捉
え
る
の
は
そ
う
易
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
、
意
味
の
発

生
は
最
小
限
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
る
。
詩
は
簡
潔
を
命
と
す
る
の
で
、
説
明
的

な
こ
と
ば
は
回
避
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
道
徳
的
な
教
え
込

み
は
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
に
、
軽
快
で
あ
っ
て
欲
し
い
。

（
３
）
こ
と
ば
遊
び
の
要
素
が
あ
る
こ
と

　
大
き
く
い
え
ば
、
詩
は
遊
び
で
あ
る
。
生
命
的
な
生
き
生
き
し
た
も
の
ご
と
の

表
情
は
、
何
事
に
あ
れ
遊
び
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
。
「
芸
術
」
は
そ
の
最
た

る
も
の
で
あ
る
。
遊
び
は
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
り
、
何
か
の
目
的
の
た
め
に
奉

仕
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
、
生
命
と
の
共
通
項
が
見
出
さ
れ
る
。
生
命
は

そ
れ
自
身
の
た
め
に
そ
こ
に
あ
る
の
で
あ
り
、
外
の
目
的
の
た
め
に
あ
る
の
で
は

な
い
。
生
命
は
、
そ
れ
自
体
が
生
命
と
し
て
の
価
値
が
あ
り
、
生
き
生
き
し
た
表

情
そ
れ
自
体
が
価
値
を
持
つ
。
こ
の
よ
う
な
遊
び
を
「
こ
と
ば
」
を
核
心
と
し
て
、

子
ど
も
の
中
に
埋
め
込
み
た
い
。

（
４
）
声
に
出
し
て
読
め
る
こ
と

　
声
に
出
し
て
読
め
る
詩
は
、
そ
う
多
く
は
な
い
。
声
に
出
す
こ
と
を
前
提
に
し

て
書
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
声
を
充
分
に
活
か
し
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
声
に

す
る
こ
と
で
、
中
に
は
詩
の
世
界
が
壊
れ
て
し
ま
う
も
の
も
あ
る
。
こ
の
点
を
注

意
し
て
作
品
を
選
ぶ
必
要
が
あ
る
。

　
い
う
ま
で
も
な
く
、
声
に
出
す
こ
と
は
重
要
な
身
体
活
動
で
あ
る
。
詩
に
お
け

る
基
本
的
な
身
体
性
の
確
保
は
、
声
に
出
す
こ
と
に
あ
る
。
声
に
出
す
こ
と
は
、

そ
の
場
に
い
る
他
者
と
共
有
の
場
を
創
る
こ
と
に
等
し
い
。
声
に
よ
っ
て
、
世
界

を
共
有
し
合
い
、
声
を
分
か
ち
合
う
こ
と
、
声
を
聞
き
合
う
こ
と
が
、
生
活
の
基

本
を
創
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

（
５
）
イ
メ
ー
ジ
が
結
び
や
す
い
こ
と

　
イ
メ
ー
ジ
は
像
で
あ
る
が
、
こ
の
像
を
結
ぶ
際
に
あ
ま
り
飛
躍
し
た
像
は
、
子

ど
も
に
と
っ
て
は
受
け
入
れ
に
く
い
。
イ
メ
ー
ジ
は
、
身
近
な
も
の
を
身
近
な
も

の
で
連
想
さ
せ
、
な
だ
ら
か
に
連
結
す
る
の
が
よ
い
。
「
め
・
み
み
・
は
な
・
く

ち
＝
ま
ど
」
の
よ
う
に
、
日
常
的
な
生
活
の
中
で
享
受
で
き
る
も
の
を
、
相
互
に

連
想
さ
せ
な
が
ら
、
イ
メ
ー
ジ
の
広
が
り
を
経
験
さ
せ
る
こ
と
が
大
事
で
あ
る
。

（
６
）
数
連
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
あ
る
こ
と

　
ス
ト
ー
リ
ー
の
存
在
は
、
詩
全
体
の
展
開
を
把
握
す
る
際
に
有
効
で
あ
る
。
比

較
的
長
い
詩
の
場
合
、
作
者
の
思
い
が
並
列
さ
れ
て
い
る
よ
り
も
、
う
っ
す
ら
と

し
た
ス
ト
ー
リ
ー
性
が
あ
る
こ
と
で
、
子
ど
も
は
全
体
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
意

志
を
発
動
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
物
語
と
の
関
連
も
意
識
し
な
が
ら
、

詩
の
独
自
性
も
自
覚
で
き
る
。

Ⅲ 

詩
は
な
ぜ
幼
児
に
と
っ
て
有
意
義
な
の
か
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詩
は
表
現
の
か
た
ち
と
し
て
は
古
代
的
形
式
を
含
み
持
っ
て
い
る
。
日
本
で
い

え
ば
歌
謡
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
『
万
葉
集
』
は
当
時
の

詩
の
集
大
成
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
詩
は
「
う
た
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
で
あ

ろ
う
。
「
う
た
」
は
文
字
通
り
歌
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
読
ま
れ
た
の
で
は
な
い
。

つ
ま
り
、
「
う
た
」
は
「
声
」
と
と
も
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
声
に
出
し
て
「
う
た
う
」
こ
と
が
、
詩
の
原
点
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
現
代
に
あ
っ

て
も
こ
の
こ
と
は
充
分
に
意
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
今
日
「
声
」

の
衰
退
が
加
速
し
、｢

声｣

を
必
要
と
し
な
い
生
活
が
日
常
化
し
て
い
る
。
黙
っ

て
い
れ
ば
そ
れ
で
済
ん
で
し
ま
う
「
無
言
生
活
」
が
広
が
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

社
会
一
般
に
も
い
え
る
し
、
家
庭
生
活
に
お
い
て
も
こ
の
状
況
は
進
行
し
て
い
る
。

し
か
し
、｢

声｣

が
生
活
の
基
本
で
あ
り
、
「
声
」
を
通
し
て
人
間
関
係
を
創
っ

て
行
く
こ
と
が
、
生
活
す
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
、
「
無
言
生
活
」
に
甘
ん
じ
る
こ

と
な
く
、
積
極
的
に
「
声
」
を
出
す
意
志
を
身
に
つ
け
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
「
う

た
」
は
人
間
が
人
間
ら
し
い
生
活
を
維
持
す
る
の
に
不
可
欠
な
「
声
」
を
自
覚
し
、

ひ
い
て
は
こ
と
ば
の
交
換
を
楽
し
む
力
を
育
む
こ
と
に
つ
な
が
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
「
声
」
は
リ
ズ
ム
と
と
も
に
「
声
」
で
あ
る
こ
と
は
、
改
め
て
確
認
す
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
「
声
を
出
す
」
と
は
「
リ
ズ
ム
と
と
も
に
」
成
立
す
る
行
為
で
あ
り
、

「
声
」
は｢

リ
ズ
ム
と
し
て
の
声｣

な
の
で
あ
る
。

　
子
ど
も
に
と
っ
て
も
基
本
は
「
散
文
」
で
あ
る
。
日
常
生
活
の
基
礎
は
散
文
で

あ
り
、
詩
で
は
な
い
。
「
声
こ
と
ば
」
の
交
換
も
、
大
人
と
同
じ
よ
う
に｢

散
文

｣

が
中
心
で
あ
る
。
「
ご
は
ん
を
た
べ
ま
し
ょ
う
」「
よ
う
ち
え
ん
に
お
く
れ
る
よ
」

「
き
ょ
う
は
な
に
を
し
た
の
」「
み
ん
な
と
い
っ
し
ょ
で
た
の
し
か
っ
た
ね
」
な
ど
、

日
常
性
は
散
文
が
基
礎
と
な
っ
て
創
ら
れ
て
い
る
。
（
し
か
し
、
散
文
的
表
現
で

あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
は
常
に
一
定
の
リ
ズ
ム
が
潜
在
す
る
）
。

　
し
か
し
、
子
ど
も
は
、
こ
の
よ
う
な
散
文
的
世
界
に
馴
染
ん
で
い
る
か
と
い
う

と
、
そ
う
と
も
い
え
な
い
。
日
常
性
は
大
人
の
も
の
で
あ
り
、
子
ど
も
は
徐
々
に

そ
の
日
常
性
を
身
に
つ
け
て
い
き
、
「
大
人
」
に
な
る
。
つ
ま
り
、
「
大
人
」
に
な

る
こ
と
は
「
散
文
的
」
な
世
界
に
身
を
置
き
、
散
文
的
に
考
え
、
散
文
的
に
表
現

し
合
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
と
き
の
「
散
文
」
は
社
会
の
コ
モ
ン
セ
ン
ス
（
日

常
性
）
を
基
礎
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
子
ど
も
は
そ
の
手
前
に
い
て
、
散
文
的

世
界
か
ら
は
み
出
し
な
が
ら
生
活
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
の
は
み
出
す
部
分
を

徐
々
に
削
り
取
っ
て
、
散
文
化
し
て
い
く
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
促
進
す
る
機
関
と

し
て
教
育
機
関
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
、
詩
は
、
散
文
化
以
前
の

子
ど
も
の
存
在
を
共
鳴
的
に
肯
定
す
る
よ
う
に
働
き
か
け
る
。
ま
だ
日
常
性
を
充

分
に
受
け
入
れ
て
い
な
い
存
在
を
そ
の
ま
ま
肯
定
し
、
散
文
化
へ
の
抵
抗
の
意
志

を
見
せ
る
の
も
、
詩
の
重
要
な
働
き
で
あ
る
。
　
子
ど
も
は
、
大
人
か
ら
常
に
散

文
化
を
強
い
ら
れ
て
い
る
。「
大
人
」
に
な
る
よ
う
に
強
要
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
こ
れ
で
享
受
す
べ
き
大
切
な
事
柄
で
あ
る
が
、
し
か
し
子
ど
も
は
子
ど
も

な
り
の
存
在
の
か
た
ち
が
あ
り
、
そ
れ
は
決
し
て
や
す
や
す
と
散
文
化
へ
と
明
け

渡
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
子
ど
も
は
子
ど
も
な
り
の
抵
抗
を
見
せ
る
の
は
当
然
で

あ
る
。
詩
は
、
こ
の
場
所
に
強
く
訴
え
て
、
子
ど
も
の
世
界
を
こ
と
ば
へ
と
解
放

す
る
。

　
子
ど
も
の
世
界
を
解
放
す
る
と
い
っ
た
が
、
全
面
的
に
解
放
す
る
こ
と
は
あ
り

え
な
い
。
何
故
な
ら
、
詩
は
「
こ
と
ば
」
で
あ
り
、
「
こ
と
ば
」
は
規
律
だ
か
ら

で
あ
る
。
詩
と
い
え
ど
も
規
律
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
あ
く
ま
で
も
、「
解

放
」
は
規
律
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
子
ど
も
が
子
ど
も
の

ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
ず
に
、
「
大
人
」
に
な
る
こ
と
へ
の
要
請
が
働
い
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
「
解
放
」
は
あ
く
ま
で
も
「
こ
と
ば
の
規
律
に
よ
る
解
放
」
な
の

で
あ
る
。
「
こ
と
ば
遊
び
」
も
例
外
で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
こ
の
こ
と
を
積
極
的

に
推
し
進
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
を
前
提
に
す
れ
ば
、
子
ど
も
に
お
け
る
詩
の
位
置
は
、
「
大
人
」
に

な
る
こ
と
を
見
越
し
た
子
ど
も
の
詩
と
い
え
る
。
こ
の
点
を
拡
充
す
れ
ば
、
「
こ
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と
ば
の
規
律
」
を
身
に
つ
け
る
過
程
は
、
日
常
生
活
上
の
規
律
を
身
に
つ
け
て
い

く
こ
と
と
、
不
可
分
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
何
故
な
ら
、「
こ
と
ば
の
規
律
」
に
よ
っ

て
日
常
性
は
構
築
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、

生
活
に
必
要
な
事
柄
（
日
常
性
）
を
詩
は
取
り
込
ま
ざ
る
を
い
え
な
い
の
も
必
然

な
の
で
あ
る
。

　
ひ
と
言
加
え
る
と
、
子
ど
も
に
読
ま
せ
る
詩
は
、
大
人
が
読
ん
で
も
耐
え
ら
れ

る
詩
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
こ
と
ば
は
規
律
で
あ
る
」
か
ぎ
り
、
こ
と
ば
の

質
に
お
い
て
は
子
ど
も
も
大
人
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
子
ど
も
に
だ
け
通
用
し
、

大
人
に
は
通
用
し
な
い
詩
は
、
詩
に
お
け
る
「
こ
と
ば
の
規
律
」
を
充
分
に
活
か

し
き
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
良
質
な
詩
は
子
ど
も
に
も
大
人
に
も
通
用
す
る

「
規
律
」
が
き
ち
ん
と
働
い
て
い
る
詩
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
子
ど
も
向
け
の
詩
に
は
、

こ
の
点
で
疑
問
が
あ
る
も
の
が
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。
小
学
校
低
学
年
の
「
詩
」

に
も
散
見
さ
れ
る
よ
う
な
、
詩
で
も
散
文
で
も
な
い
、
悪
し
き
曖
昧
性
に｢

詩｣

を
見
出
す
よ
う
な
こ
と
は
極
力
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
た
め
に
も
、

与
え
る
側
は
、
詩
に
働
い
て
い
る｢

規
律｣

に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
「
行
為
」
と
し
て
の
詩

　
人
は
「
身
体
」
か
ら
の
離
脱
を
条
件
と
し
て
「
こ
と
ば
」
の
複
雑
さ
を
獲
得
す

る
。
と
く
に
抽
象
的
概
念
（
文
字
こ
と
ば
）
は
身
体
性
を
希
薄
に
す
る
こ
と
で
こ

と
ば
た
り
え
て
い
る
。
し
か
し
、
生
活
の
こ
と
ば
（
声
こ
と
ば
）
は
身
体
性
と
密

接
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
身
体
性
と
は
、
い
わ
ゆ
る

語
感
に
と
ど
ま
ら
ず
身
振
り
な
ど
の
表
出
の
仕
方
も
含
ま
れ
る
。
子
ど
も
は
、
概

念
を
覚
え
る
こ
と
で
世
界
を
把
持
す
る
以
前
に
、
五
感
を
通
し
て
把
持
し
、
手
触

り
や
舌
触
り
と
い
っ
た
、
「
触
れ
る
」
こ
と
は
そ
の
た
め
の
重
要
な
行
為
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
受
容
的
身
体
性
は
、
身
振
り
と
し
て
の
表
現
と
表
裏
一
体
で
あ
る
。

身
振
り
は
五
感
で
感
受
し
た
こ
と
を
外
へ
表
出
す
る
。
や
が
て
、
五
感
と
い
う
感

覚
ば
か
り
で
は
な
く
、
気
持
ち
を
身
体
と
し
て
表
出
し
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
嬉

し
い
身
振
り
、
苦
し
い
身
振
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
身
振
り
と
し
て
心
の
表
情
が
表
出

さ
れ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
子
ど
も
に
あ
っ
て
の
身
体
は
、
こ
と
ば
と
不
可
分
に

世
界
を
構
成
す
る
重
要
な
表
現
態
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
子
ど
も
に
詩
を
読
ん

で
あ
げ
る
場
合
に
も
、
身
体
性
を
充
分
考
慮
し
て
作
品
を
選
択
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
詩
は
で
き
る
だ
け
「
行
為
」
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
こ
と

が
望
ま
し
い
。
あ
る
い
は
、
「
行
為
」
が
詩
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
望
ま

し
く
、
単
に｢

思
い｣

を
述
べ
た
だ
け
の
も
の
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
子
ど
も

は
「
行
為
」
と
い
う
身
体
性
を
通
し
て
共
感
的
世
界
を
形
成
し
て
い
く
か
ら
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
「
こ
と
ば
遊
び
」
そ
の
も
の
は
必
ず
し
も
具
体
的
「
行
為
」
を
取

り
込
ん
で
は
い
な
い
が
、
し
か
し
、
「
あ
そ
び
」
そ
の
も
の
は
紛
れ
も
な
く
「
行

為
」
な
の
で
あ
る
。
単
に
「
思
い
」
を
述
べ
た
も
の
は
、
ど
う
し
て
も
ス
テ
レ
オ

タ
イ
プ
と
な
り
、
上
か
ら
目
線
で
押
し
つ
け
が
ま
し
く
な
る
場
合
が
多
い
。
子
ど

も
は
「
行
為
」
を
と
お
し
て
世
界
を
把
握
し
、
同
時
に
自
己
を
世
界
に
解
放
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、「
行
為
」
は
子
ど
も
に
と
っ
て
存
在
の
根
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

あ
え
て
い
え
ば
「
初
め
に
行
為
あ
り
き
」
が
、
子
ど
も
を
捉
え
る
重
要
な
観
点
で

あ
る
。

　
こ
こ
で
『
め
の
　
ま
ど
　
あ
け
ろ
』
を
も
う
一
度
見
て
み
よ
う
。
「
行
為
」
は

動
詞
で
表
現
さ
れ
る
の
で
、
「
行
為
・
動
詞
」
を
節
毎
に
拾
っ
て
み
る
。

第
一
節
：
あ
け
る
・
ま
っ
て
る
・
う
た
う

第
二
節
：
と
お
る
・
く
ぐ
る
・
は
い
る
・
か
お
だ
す

第
三
節
：
ふ
く

第
四
節
：
あ
る
く

第
五
節
：
た
お
れ
る
・
な
く
・
は
ね
る
・
わ
ら
う

第
六
節
：
と
ん
で
い
く



幼
児
教
育
に
お
け
る
詩
の
役
割
　
　
　
橋
浦

一
三

第
七
節
：
お
こ
る
・
で
る
・
さ
か
だ
ち
す
る

第
八
節
：
ち
ら
か
す
・
お
っ
ぽ
ら
か
す
・
か
た
づ
け
る
・
た
す
け
る

第
九
節
：
（
無
）

第
一
節
：
す
べ
る
・
ぶ
つ
け
る
・
か
く
れ
る

第
十
一
節
：
も
ぐ
る
・
は
ね
る

　
「
行
為
・
動
詞
」
が
な
い
の
は
第
九
節
だ
け
で
、
他
に
は
必
ず
取
り
込
ま
れ
て

い
る
こ
と
が
分
か
る
。
一
節
の
短
さ
を
考
え
る
と
、
動
詞
が
意
識
的
に
使
わ
れ
て

い
る
と
判
断
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
作
品
が
全
編
に
わ
た
っ
て
活
気
に
満
ち

て
い
る
の
は
、
規
則
的
な
拍
数
と
相
ま
っ
て
「
行
為
・
動
詞
」
が
多
用
さ
れ
て
い

る
こ
と
に
よ
る
。
読
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ず
と
身
体
へ
の
連
想
を
引
き
寄
せ
、

身
体
を
通
し
て
詩
を
感
受
す
る
よ
う
に
仕
組
ま
れ
て
い
る
。

　
日
本
の
詩
は
基
本
的
に
叙
情
詩
で
あ
り
、
ど
う
し
て
も
あ
る
種
の
気
分
を
表
現

す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
「
気
持
ち
」
が
中
心
で
あ
り
、
そ
れ
も
観

念
的
な
「
あ
る
べ
き
気
持
ち
」
を
抽
象
的
に
語
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
子
ど

も
の
世
界
は｢

気
持
ち｣

よ
り
も
「
行
為
」
が
中
心
で
成
立
し
て
い
る
。
「
気
持
ち
」

だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
行
為
」
が
も
た
ら
す
「
気
持
ち
」
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
気

持
ち
」
は
重
要
で
あ
る
が
、
あ
ま
り
「
気
持
ち
」
に
比
重
が
か
か
り
過
ぎ
る
と
「
行
為
」

が
軽
く
な
り
、
身
体
性
を
失
う
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
身
体
性
を
希
薄
に
し
て

心
理
や
抽
象
的
思
考
の
世
界
へ
入
っ
て
い
く
の
は
ま
だ
先
で
あ
り
、
子
ど
も
の
う

ち
に
は
充
分
に
「
行
為
」
を
意
味
づ
け
る
こ
と
が
大
切
で
あ
る
。
「
行
為
」
を
こ

と
ば
で
意
味
づ
け
、
こ
と
ば
と
し
て
の
「
行
為
」
を
身
体
の
根
幹
に
据
え
る
こ
と

で
、
や
が
て
そ
れ
が
具
体
的
な
「
行
為
」
を
超
え
た
想
像
力
の
バ
ネ
と
し
て
機
能

し
、
創
造
的
な
関
係
的
世
界
を
形
成
す
る
基
礎
と
な
る
の
で
あ
る
。
人
間
関
係
の

創
出
「
行
為
」
が
、
そ
の
基
本
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
「
行
為
」
は
身
体
性
を
常
に
伴
う
。
「
詩
」
は
、
こ
こ
に
ど
の
よ
う
に
介
入
し
て

く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
詩
は
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、「
リ
ズ
ム
」
と
は
、

拍
数
の
み
を
い
う
の
で
は
な
く
、
拍
数
を
含
め
た
、
意
味
、
抑
揚
、
ア
ク
セ
ン
ト
、

イ
メ
ー
ジ
、
韻
律
の
総
体
を
指
す
。
再
確
認
す
れ
ば
、
「
声
こ
と
ば
は
リ
ズ
ム
で

あ
る
」
と
い
え
る
。
普
通
、
「
こ
と
ば
」
が
あ
っ
て
、
そ
の
後
に
「
声
」
が
あ
り
、

そ
の
後
に
「
リ
ズ
ム
」
が
加
わ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
で
は
な
く
「
こ
と

ば
・
声
・
リ
ズ
ム
」
は
一
体
と
し
て
出
現
す
る
。
「
こ
と
ば
と
し
て
の
、
声
と
し

て
の
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、「
リ
ズ
ム
」
な
く
し
て
「
声
こ
と
ば
」

は
存
在
し
な
い
し
、
お
そ
ら
く
発
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
「
声
こ
と
ば
」
は
「
リ

ズ
ム
」
と
し
て
出
現
す
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
語
に
は
日
本
語
独
自
の
リ

ズ
ム
が
あ
る
し
、
同
時
に
、
日
本
人
各
人
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
リ
ズ
ム
が
あ
る
と
い

え
る
。
少
な
く
て
も
「
日
本
語
の
リ
ズ
ム
（
必
ず
し
も
５
・
７
音
で
は
な
い
）
を

所
有
し
て
い
な
け
れ
ば
、
日
本
語
は
出
て
こ
な
い
。
こ
と
ば
は
リ
ズ
ム
に
誘
導
さ

れ
て
出
て
く
る
の
で
あ
り
、
こ
の
と
き
こ
と
ば
は
「
リ
ズ
ム
と
し
て
の
こ
と
ば
」

な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
リ
ズ
ム
」
は
ど
こ
に
存
在
す
る
か
と
い
え
ば
、
「
身
体
と
し
て
」

存
在
す
る
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
「
身
体
」
は
リ
ズ
ム
の
在
処
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
「
行
為
」
も
ま
た
「
リ
ズ
ム
」
と
し
て
出
現
す
る
。
前
に
『
め
の
　
ま
ど

　
あ
け
ろ
』
で
確
認
し
た
「
行
為
」
、
す
な
わ
ち
「
ま
っ
て
る
・
う
た
う
・
と
お
る
・

く
ぐ
る
・
は
い
る
・
か
お
だ
す
・
ふ
く
・
あ
る
く
・
た
お
れ
る
・
な
く
・
は
ね
る
・

わ
ら
う
・
と
ん
で
い
く
・
お
こ
る
・
で
る
・
さ
か
だ
ち
す
る
・
ち
ら
か
す
・
お
っ

ぽ
ら
か
す
・
か
た
づ
け
る
・
た
す
け
る
・
す
べ
る
・
ぶ
つ
け
る
・
か
く
れ
る
・
も

ぐ
る
・
は
ね
る
」
は
、
す
べ
て
そ
れ
そ
れ
独
特
の
リ
ズ
ム
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ

ら
は
「
身
振
り
」
と
し
て
の
リ
ズ
ム
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
身
体
と
し
て
の
「
行

為
」
も
同
様
に
「
リ
ズ
ム
」
な
の
で
あ
る
。
詩
は
こ
の
よ
う
な
身
体
性
・
リ
ズ
ム

を
こ
と
ば
に
よ
っ
て
自
覚
さ
せ
、
子
ど
も
の
身
体
深
く
沈
殿
さ
せ
る
役
割
を
果
た

す
の
で
あ
る
。
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生
命
は
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
性
と
し
て
の
リ
ズ
ム
と
し
て
存
在
し
、
リ
ズ
ム
と
と

も
に
生
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
蛙
が
餌
を
捕
る
と
き
に
は
、
身
構
え
、
機
を
見
て

舌
を
伸
ば
す
。
こ
の
よ
う
に
蛙
の
身
体
に
は
緊
張
と
瞬
発
力
と
に
よ
る
リ
ズ
ム
が

内
在
す
る
。
こ
の
リ
ズ
ム
な
く
し
て
蛙
は
餌
を
捕
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
植
物
で

い
え
ば
、
種
か
ら
芽
を
出
し
花
を
咲
か
せ
、
実
を
結
ぶ
と
い
う
、
一
連
の
緩
や
か

で
、
か
つ
厳
密
な
リ
ズ
ム
に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
生
命
の
根
源
と
し
て
の
リ
ズ
ム

は
改
め
て
い
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。
幼
児
教
育
に
お
け
る
詩
の
役
割
は
、

以
上
の
よ
う
な
身
体
性
と
不
可
分
に
機
能
し
、
世
界
を
構
成
す
る
根
を
形
成
す
る

こ
と
に
あ
る
と
い
え
る
。

Ⅴ 

詩
に
お
け
る
「
反
復
」
の
意
味

　
詩
の
基
本
は
「
反
復
」
と
「
展
開
」
で
あ
る
。
「
反
復
」
に
つ
い
て
は
拍
数
が

行
ご
と
に
揃
っ
て
い
る
、
文
末
が
同
音
で
終
わ
っ
て
い
る
、
同
じ
行
が
繰
り
返
さ

れ
て
い
る
、
１
連
の
行
数
が
同
じ
で
あ
る
な
ど
、
詩
に
あ
っ
て
「
反
復
」
は
よ
く

見
ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
と
同
時
に
、「
反
復
」
は
単
純
な
繰
り
返
し
で
は
な
く
「
展

開
」
を
含
む
。
拍
数
は
揃
っ
て
い
る
が
こ
と
ば
が
違
っ
て
い
る
、
文
末
は
同
音
だ

が
こ
と
ば
が
違
う
、
１
連
の
行
数
は
同
じ
で
あ
る
が
、
物
語
の
内
容
は
進
行
し
て

い
る
な
ど
、「
展
開
」
と
「
反
復
」
と
は
不
可
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
と
く
に
「
反

復
」
の
意
義
に
つ
い
て
考
え
る
。

　
我
々
は
子
ど
も
か
ら
大
人
に
な
る
と
い
う
「
成
長
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
直
線
的
に

描
き
が
ち
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
一
生
を
誕
生
か
ら
死
ま
で
の
直
線
的
な
イ
メ
ー

ジ
で
捉
え
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
の
実
質
を
見
て
み
れ
ば
、
決
し
て
直
線
的

に
は
構
成
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
た
と
え
、
誕
生
か
ら
死
へ
と
い
う
連

続
的
な
時
間
経
過
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
直
線
的
と
考
え
る
の
は
き
わ
め

て
抽
象
的
で
あ
り
、
単
純
に
過
ぎ
よ
う
。
む
し
ろ
、
日
々
の
生
活
は
同
じ
よ
う
な

繰
り
返
し
で
あ
る
と
い
っ
た
方
が
事
実
に
近
い
。

　
お
そ
ら
く
、
繰
り
返
さ
な
い
も
の
は
経
験
で
き
な
い
。
経
験
と
は
繰
り
返
す
こ

と
だ
と
も
い
え
る
。
も
し
、
文
字
通
り
１
回
限
り
の
事
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ

は
事
実
は
残
っ
た
と
し
て
も
経
験
化
さ
れ
て
定
着
す
る
こ
と
は
な
い
。
逆
に
い
え

ば
、
経
験
化
す
る
た
め
に
も
我
々
は
繰
り
返
す
こ
と
を
求
め
て
い
る
し
、
そ
の
よ

う
に
し
て
生
き
て
い
る
。
生
き
る
と
は
生
の
「
反
復
」
な
の
で
あ
る
。
「
反
復
」
は
、

し
か
し
、
目
の
前
に
外
在
的
に
準
備
さ
れ
、
固
定
化
さ
れ
て
存
在
す
る
、
単
な
る

形
式
で
は
な
い
。
「
反
復
」
は
行
為
で
あ
り
、
生
の
生
成
そ
の
も
の
で
あ
る
。
こ

の
場
合
の
行
為
と
は
、
具
体
的
な
反
復
・
行
為
で
も
あ
る
し
、
記
憶
の
再
生
と
い

う
反
復
・
行
為
で
も
あ
る
。

　
ま
た
、
生
命
の
形
も
「
反
復
」
的
で
あ
る
。
時
間
軸
で
い
え
ば
、
鼓
動
、
呼
吸
、

歩
行
、
あ
る
い
は
生
と
死
の｢

反
復｣

が
生
命
を
か
た
ど
っ
て
い
る
。
空
間
軸
で

い
え
ば
、
た
い
て
い
は
左
右
対
称
形
と
い
う
「
反
復
」
を
軸
と
し
て
、
生
命
の
形

態
は
定
ま
っ
て
い
る
。
大
き
く
い
え
ば
、
宇
宙
は
「
反
復
」
を
軸
と
し
て
存
在
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
反
復
」
を
阻
止
す
る
も
の
は
反
生
命
的
で
あ
る
と
い
え
る
。

「
反
復
」
は
生
命
の
生
成
的
形
状
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
詩
が
「
反
復
」
を
基
本
と
す
る
意
味
は
明
ら
か
で
あ
る
。
詩
は
こ
と
ば
に
よ
っ

て
い
る
が
、
そ
れ
は
概
念
化
さ
れ
た
固
定
的
な
抽
象
的
世
界
で
は
な
く
、
生
命
的
、

力
動
的
な
世
界
を
表
現
し
て
お
り
、
自
ず
と
「
反
復
」
的
に
な
る
の
は
必
然
で
あ

る
。
と
く
に
古
代
歌
謡
の
発
生
は
こ
の
点
を
無
視
で
き
な
い
。
そ
し
て
子
ど
も
の

詩
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
古
代
性
、
生
命
的
力
動
性
を
豊
富
に
蓄
え
た
も
の
が
、

一
緒
に
読
む
に
は
ふ
さ
わ
し
い
。
こ
と
ば
が
概
念
化
さ
れ
る
以
前
の
生
命
的
息
吹

を
、
簡
明
な
形
で
浴
び
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　
「
反
復
」
に
つ
い
て
、
湯
浅
博
雄
は
Ｄ
・
ヒ
ュ
ー
ム
の
『
人
性
論
』
の
一
節
、「
反

復
は
、
そ
う
や
っ
て
繰
り
返
さ
れ
る
対
象
の
う
ち
で
は
な
に
も
変
化
さ
せ
な
い
け

れ
ど
も
、
そ
の
反
復
を
視
つ
め
る
精
神
の
う
ち
で
な
に
も
の
か
を
変
え
る
の
だ
」

を
引
き
、
「
視
つ
め
る
者
の
精
神
の
う
ち
で
は
、
あ
る
種
の
変
化
が
生
じ
る
」
と
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し
、
「<

繰
り
返
し>

を
感
受
し
、
知
覚
す
る
「
精
神
」
あ
る
い
は
「
魂
」
の
存

在
を
仮
設
す
る
。
そ
れ
は
「
原
初
的
な
統
合
」
を
可
能
に
す
る
「
原
初
的
な
主
観

性
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
（
２
）
「
反
復
」
は
、
人
間
の
「
魂
」
の
中
枢
に
存
在

す
る
重
要
な
「
精
神
」
で
あ
る
こ
と
は
確
認
す
べ
き
で
あ
る
。

結
語

　
幼
児
教
育
に
お
け
る
詩
の
意
義
に
つ
い
て
、
『
め
の
　
ま
ど
　
あ
け
ろ
』
を
対

象
に
し
て
考
察
し
て
き
た
。
こ
こ
で
は
、
長
新
太
に
よ
る
絵
を
対
象
か
ら
は
ず
し
、

専
ら
詩
そ
の
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
そ
の
意
味
で
、
考
察
は
半
分
に
と
ど
ま
っ

て
い
る
。
全
体
的
な
考
察
は
別
に
機
会
を
得
た
い
。

　
子
ど
も
に
と
っ
て
、
詩
を
声
を
通
し
て
経
験
す
る
こ
と
は
、
こ
と
ば
の
表
現
形

式
を
通
し
て
、
声
と
し
て
の
こ
と
ば
を
意
識
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
遊
び
」

と
し
て
の
声
を
意
識
す
る
こ
と
で
も
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
生
活
は
、
当
然
の
こ

と
な
が
ら
実
利
的
な
目
的
的
こ
と
ば
で
充
満
し
て
い
る
。
日
常
は
そ
の
よ
う
な
こ

と
ば
で
構
築
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
「
遊
び
」
の
要
素
を
失
え
ば
、
日
常
は

硬
直
し
、
生
活
は
乾
い
た
脆
さ
を
抱
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
生
命
的
な
力
動
性

の
枯
渇
で
も
あ
り
、
生
命
の
危
機
で
も
あ
る
。
生
命
的
と
は
、
功
利
的
発
想
か
ら

解
放
さ
れ
た
、
そ
れ
自
体
の
力
動
性
を
自
分
の
も
の
と
し
、
そ
れ
自
体
を
生
き
る

経
験
の
な
か
に
保
証
さ
れ
る
。
子
ど
も
は
、
日
常
性
を
ま
す
ま
す
身
に
帯
び
な
が

ら
大
人
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
子
ど
も
は
日
常
性
へ
の
耐
久
力
を
充
分
に

持
っ
て
は
い
な
い
。
「
遊
び
」
は
、
未
だ
柔
ら
か
な
子
ど
も
の
生
命
を
枯
渇
か
ら

救
い
、
生
き
る
こ
と
へ
の
意
志
を
育
む
重
要
な
行
為
で
あ
る
。
幼
児
教
育
に
お
け

る
詩
の
意
義
も
ま
た
こ
こ
に
あ
る
。
こ
と
ば
を
「
杖
」
と
し
て
歩
む
第
一
歩
が
こ

こ
に
あ
る
と
も
い
え
る
。

注
（
１
）
谷
川
俊
太
郎
（
詩
）
長
新
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（
絵
）
『
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ま
ど
　
あ
け
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』
福
音
館
　

　
書 

店 

昭
和
五
六
年
二
月
。

（
２
）
湯
浅
博
雄
『
反
復
論
序
説
』
未
来
社 

平
成
八
年
十
月 
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―
一
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（
茨
城
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
教
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）

　
　
　
（
二
〇
一
四
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八
月
八
日
受
理
）


