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“N
ohara-uta”

series

（six
volum

es
）are

w
idely

read
in

school.
T

hey
have

the
follow

ing
characteristics；

1

）T
he

attitude
of

‘turning

into’
and

the
application

of
the

first
person,2

）The
tendency

of
inner

speech

and
fragm

ents,and
3

）The
tendency

of
universality

and
catalogue.

T
herefore,

the
firstpointis

suitable
for

children
in

the
m

aterialoperation
stage

（about7
〜

11years
old

）.T
he

second
point

is
suitable

for
children

in
the

form
al

operation

stage

（about

11〜
15years

old

）.
T

he
third

point
is

suitable
for

people
in

their

adolescence

（about

15〜
25years

old

）.

K
ey

w
ords

“N
ohara-uta”,

child’s
developem

ental
stages,

the
m

aterial
operation

stage,
the

form
aloperation

stage,adolescence

子
ど
も
た
ち
に
も
っ
と
詩
を
読
ん
で
も
ら
い
た
い
。
生
き
生
き
と
し
た
言
葉
に
ふ

れ
な
が
ら
、
新
鮮
に
自
己
に
気
づ
き
他
者
を
知
り
世
界
に
参
加
し
て
も
ら
い
た
い
。

小
学
校
や
中
学
校
で
は
そ
の
き
っ
か
け
と
し
て
、『
の
は
ら
う
た
』
の
シ
リ
ー
ズ
全

六
巻
（「
Ⅰ
」
〜
「
Ⅳ
」
と
『
の
は
ら
う
た

わ
っ
は
っ
は
』
と
「
Ⅴ
」、
い
ず
れ
も

童
話
屋
、
一
九
八
四
、
八
五
、
八
七
、
二
〇
〇
三
、
〇
五
、
〇
八
／
以
下
、「
わ
っ

は
っ
は
」
を
「
わ
」
と
表
記
す
る
）
で
知
ら
れ
る
工
藤
直
子
の
詩
が
大
き
な
役
割
を

果
し
て
い
る
。
例
え
ば
Ｍ
社
の
教
科
書
で
は
、
小
学
校
二
年
生
で
九
頁
に
わ
た
る
歌

物
語
「
ふ
き
の
と
う
」
を
、
中
学
校
一
年
で
「
野
原
は
う
た
う
」
と
総
題
さ
れ
た
「
う

ち
ゅ
う
・
い
る
か
」（
Ⅴ
）「
あ
し
た
こ
そ
」（
Ⅳ
）「
お
れ
は
か
ま
き
り
」（
Ⅰ
）「
ひ

か
る
」（
Ⅳ
）
の
四
編
を
学
ぶ
。
ま
た
、
子
ど
も
た
ち
に
も
「
の
は
ら
う
た
」
を
作
っ

て
も
ら
お
う
と
す
る
実
践
が
全
国
に
広
が
り
を
見
せ
て
い
て
、
応
募
作
を
ま
と
め
た

『
子
ど
も
た
ち
の
作
る
の
は
ら
う
た
』
①
②
（
二
〇
〇
六
、
七
）
も
刊
行
さ
れ
て
い

る
。『

の
は
ら
う
た
』
の
中
で
最
初
に
歌
わ
れ
た
「
う
た
」
は
、「
こ
ね
ず
み
し
ゅ
ん
」

の
「
ど
ん
ぐ
り
が

ぽ
と
ぽ
と
り
／
や
ぶ
の
な
か

こ
ろ
こ
ろ
り
／
の
ね
ず
み
が

ち
ろ
ち
ろ
り
／
お
い
し
い
ぞ

か
り
こ
り
り
」
と
い
う
四
行
詩
「
ど
ん
ぐ
り
」
だ
っ

（
1
）た。
絵
本
『
こ
ぶ
た
は
な
こ
さ
ん
の
お
べ
ん
と
う
』（
一
九
八
三
）
の
付
録
「
さ
ん

ぼ
ん
ま
つ
タ
イ
ム
ズ
」
の
コ
ラ
ム
「
と
き
ど
き
の
う
た
」
に
「
ど
ん
ぐ
り
」
が
掲
載

さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
う
た
」
が
好
評
で
、
そ
れ
を
収
め
た
「
Ⅰ
」
が
刊
行

さ
れ
、「
Ⅴ
」
ま
で
の
間
に
「
の
は
ら
む
ら
」
に
住
む
一
二
二
人
の
三
三
七
の
「
う

（
2
）た」

を
集
め
、
子
ど
も
に
限
ら
ず
大
人
に
も
広
く
愛
読
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し

か
し
、『
の
は
ら
う
た
』
の
愛
読
に
比
べ
て
研
究
は
進
ん
で
お
ら
ず
、
本
論
で
は
、

子
ど
も
の
発
達
の
視
点
か
ら
考
察
を
進
め
、
学
校
現
場
で
の
紹
介
や
指
導
の
あ
り
よ

う
に
資
し
た
い
。
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一
、「
な
っ
て
み
る
」
こ
と
と
一
人
称

『
の
は
ら
う
た
』
全
六
巻
の
す
べ
て
の
歌
は
、
自
然
の
事
物
が
自
分
を
主
人
公
と

し
て
歌
い
、
工
藤
が
そ
れ
ら
を
編
集
し
た
と
い
う
設
定
に
な
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た

設
定
が
採
用
さ
れ
た
事
情
に
つ
い
て
、「
Ⅰ
」
の
序
文
に
相
当
す
る
「「
の
は
ら
う
た
」

の
で
き
た
わ
け
」
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

あ
る
ひ

の
は
ら
む
ら
を

さ
ん
ぽ
し
て
い
ま
す
と
、
か
ぜ
み
つ
る
く
ん
が

み
み
も
と
を

と
お
り
ぬ
け
て
い
き
ま
し
た
。
と
お
り
ぬ
け
な
が
ら

は
な

し
て
く
れ
た
こ
と
ば
が
、
う
た
の
よ
う
で
し
た
。
／
（
中
略
）
の
は
ら
む
ら
の

み
ん
な
が

し
ゃ
べ
る
た
び
に
、
う
た
う
た
び
に
、
わ
た
し
は

そ
れ
を

か

き
と
め
ま
し
た
。
／
そ
の
う
た
が

た
ま
っ
て

ほ
ん
に
な
っ
た
の
が
、「
の

は
ら
う
た
」
で
す
。（
中
略
）
／
の
は
ら
み
ん
な
の
だ
い
り
に
ん
／
く
ど
う
な

お
こ

工
藤
が
「
の
は
ら
う
た
」
を
作
っ
た
の
で
は
な
く
、「
だ
い
り
に
ん
」
と
し
て
聞

き
書
き
し
た
だ
け
だ
と
い
う
設
定
は
、
無
作
為
の
伝
達
者
に
身
を
置
こ
う
と
し
た
た

め
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
が
有
意
義
で
あ
る
た
め
に
は
、「
の
は
ら
み
ん
な
」と
は
、

作
者
の
個
性
的
な
思
想
や
表
現
と
い
っ
た
作
為
を
介
さ
な
い
と
い
え
る
だ
け
の
、
自

然
な
同
一
化
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
自
伝
的
エ
ッ
セ
イ
『
ま
る
ご
と
好
き
で
す
』（
一

九
八
五
）
に
よ
れ
ば
、
そ
の
同
一
化
は
次
の
よ
う
に
生
じ
る
ら
し
い
。

樹
や
草
、
鳥
や
虫
な
ど
と
出
合
う
と
き
、
ふ
だ
ん
な
ら
、
彼
ら
を「
眺
め
る
」。

た
だ
外
側
か
ら
見
て
い
る
。
が
、
友
だ
ち
と
し
て
出
合
う
と
き
、
樹
や
草
、
鳥

や
虫
な
ど
に
「
な
っ
て
み
る
」。
そ
の
内
側
に
は
い
り
こ
ん
で
、
そ
こ
か
ら
世

界
を
の
ぞ
き
こ
む
。
／
（
中
略
）
／
た
と
え
ば
「
け
や
き
」。
わ
た
し
の
好
き

な
樹
の
ひ
と
つ
だ
。
そ
ん
な
け
や
き
の
一
本
に
「
な
っ
て
」
み
る
。
す
る
と
、

名
前
が
生
ま
れ
る
。「
け
や
き
だ
い
さ
く
」
さ
ん
だ
。
わ
た
し
は
さ
ら
に
、
だ

い
さ
く
さ
ん
に
な
り
つ
づ
け
る
。
す
る
と
、
だ
い
さ
く
さ
ん
は
、
こ
ん
な
詩
を

書
く
の
で
あ
る
。

そ
の
詩
は
「
Ⅰ
」
に
「
い
の
ち

け
や
き
だ
い
さ
く
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
「
な
っ
て
み
る
」
と
い
う
姿
勢
に
つ
い
て
は
、
同
書
で
「
文
を
書
く
方
法
に
、

自
然
な
ど
を
『
擬
人
化
』
す
る
と
い
う
の
が
あ
る
が
、
わ
た
し
の
場
合
、
む
し
ろ
逆

に
、
人
間
を
『
擬
自
然
化
』
し
て
と
ら
え
て
い
る
と
い
う
気
持
ち
が
強
い
。」
と
述

べ
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
生
命
を
感
じ
取
る
「
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
近
い
感
じ
」
だ
と
述
べ

て
い
る
。
幼
児
期
か
ら
学
童
期
の
子
ど
も
た
ち
は
一
般
に
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
心
性
に
あ

り
、
ご
っ
こ
遊
び
を
し
な
が
ら
お
も
ち
ゃ
や
ペ
ッ
ト
や
あ
ら
ゆ
る
事
物
と
話
し
た

り
、
そ
れ
に
「
な
っ
て
み
る
」
よ
う
で
あ
る
。
子
ど
も
た
ち
の
心
理
的
な
発
達
を
考

え
る
際
に
は
、
情
緒
的
・
人
格
的
な
面
に
注
目
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
い
う
言

葉
を
開
発
し
た
エ
リ
ク
ソ
ン
と
、
認
知
や
思
考
に
注
目
す
る
ピ
ア
ジ
ェ
が
相
補
的
に

（
3
）

参
照
さ
れ
る
よ
う
だ
が
、
本
論
で
は
よ
り
後
者
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
を
進
め
る
。

乳
幼
児
は
現
前
す
る
事
物
に
感
覚
的
に
反
応
す
る
だ
け
だ
が
、
や
が
て
表
象
を
作
り

出
し
て
思
考
を
始
め
、
小
学
校
三
年
生
頃
の
七
、
八
歳
〜
十
、
十
一
歳
頃
の
子
ど
も

た
ち
は
具
体
的
な
事
物
や
場
面
に
即
し
て
考
え
た
り
行
動
す
る
具
体
的
操
作
期
に
あ

る
と
さ
れ
る
。
工
藤
の
「
な
っ
て
み
る
」
と
か
「
擬
自
然
化
」
と
い
う
姿
勢
は
そ
の

状
況
に
近
い
。『
の
は
ら
う
た
』
の
歌
た
ち
が
具
体
的
操
作
期
の
言
葉
に
相
当
す
る

と
し
て
、
そ
の
い
く
つ
か
の
例
を
探
っ
て
み
よ
う
。

す
ぐ
に
気
づ
く
の
は
擬
音
語
擬
態
語
の
多
用
で
あ
る
。「
Ⅰ
」
で
見
て
も
、
最
初

に
作
ら
れ
た
と
い
う
「
ど
ん
ぐ
り

こ
ね
ず
み
し
ゅ
ん
」
の
四
行
の
、「
ぽ
と
ぽ
と
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り
」「
か
り
こ
り
り
」
は
擬
音
語
と
判
断
さ
れ
、「
こ
ろ
こ
ろ
り
」「
ち
ろ
ち
ろ
り
」

は
擬
態
語
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
ん
な
歌
も
あ
る
。

ぽ
ち
ゃ
ん

ぽ
ち
ょ
ん
／
ち
ゅ
ぴ

じ
ゃ
ぶ
／
ざ
ぶ
ん

ば
し
ゃ
／
ぴ
ち

ち
ょ
ん
／
ざ
ぶ

だ
ぶ
／
ぱ
し
ゅ

ぽ
し
ょ
／
た
ぷ
ん

ぷ
く
／
ぽ
つ

ど
ぼ

ん
：
：
／
／
わ
た
し
は
／
い
ろ
ん
な

お
と
が
す
る

（「
お
と

い
け
し
ず
こ
」
Ⅰ
）

他
に
も
枚
挙
に
い
と
ま
が
な
い
が
、
む
し
ろ
、
擬
音
と
も
擬
態
と
も
見
分
け
の
つ

か
な
い
用
法
が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、「
み
ん
な
が
う
た
う
／
て
ん
て
ん
の
う
た
」

（
Ⅰ
）
で
は
「
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
わ
た
る
」
が
「
て
ん
て
ん
て
ん

な
ん
じ
ゃ
ら
ほ

い
／
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
が

て
ん
て
ん
て
ん
／
お
ひ
さ
ま

ぽ
か
ぽ
か

い
け
の
な

か
／
あ
た
ま
ふ
り
ふ
り

て
ん
て
ん
て
ん
」
と
歌
い
始
め
、
合
わ
せ
て
八
人
が
「
て

ん
て
ん
て
ん

な
ん
じ
ゃ
ら
ほ
い
」
以
下
四
行
を
歌
う
。「
て
ん
て
ん
」
と
は
「
お

ひ
さ
ま
」
を
暗
示
す
る
よ
う
で
い
て
、
三
人
目
の
「
ほ
た
る
ま
ど
か
」
が
「
て
ん
て

ん
て
ん

な
ん
じ
ゃ
ら
ほ
い
／
ほ
た
る
ひ
か
っ
て

て
ん
て
ん
て
ん
／
こ
ん
や
は

み
ず
べ
で

お
ま
つ
り
だ
／
お
ど
り
あ
か
そ
う
／
て
ん
て
ん
て
ん
」
と
歌
え
ば
、
擬

音
で
も
擬
態
で
も
な
く
、
八
人
に
と
っ
て
何
か
大
切
な
も
の
を
音
で
暗
示
す
る
オ
ノ

マ
ト
ペ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な
い
。
擬
音
語
も
擬
態
語
も
、
特
に
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
、

そ
の
表
現
内
容
を
論
理
的
に
弁
別
す
る
た
め
の
安
定
し
た
言
葉
と
ち
が
っ
て
、
具
体

的
な
事
物
や
場
面
に
即
し
た
感
覚
を
即
興
的
に
命
名
す
る
言
葉
で
あ
り
、
具
体
的
操

作
期
の
子
ど
も
た
ち
に
ふ
さ
わ
し
い
言
葉
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、「
て
ん
て
ん
て
ん

な
ん
じ
ゃ
ら
ほ
い
」
と
は
八
人
が
共
通
の
歌
を
歌
い

だ
す
掛
け
声
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。「
ツ
ン

タ
タ

ツ
ン

タ
／
み
ぎ
む
い

て

ピ
ン
／
ツ
ン

タ
タ

ツ
ン

タ
／
ひ
だ
り
む
い
て

ピ
ン
／
ぼ
く
ら

お
が

わ
の

た
ん
け
ん
た
い
」
と
歌
い
出
す
「
お
が
わ
の
マ
ー
チ

ぐ
る
ー
ぷ
・
め
だ
か
」

（
Ⅰ
）
で
も
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
と
い
う
よ
り
「
マ
ー
チ
」
の
た
め
の
掛
け
声
と
な
っ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
は
歌
に
調
子
を
与
え
る
掛
け
声
と
し
て
機
能
し
て
い

る
。
他
に
も
、「
む
ぎ
む
ぎ
お
ん
ど
」（
Ⅰ
）、「
ほ
い
ほ
い
た
い
そ
う
」（
Ⅱ
）、「
も

み
じ
の
ワ
ル
ツ
」（
Ⅲ
）、「
な
き
な
き
ソ
ン
グ
」（
Ⅳ
）
な
ど
、
文
字
通
り
歌
謡
形
式

の
歌
に
お
い
て
、
オ
ノ
マ
ト
ペ
が
掛
け
声
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら

の
歌
は
日
本
に
伝
統
的
な
五
音
と
七
音
の
韻
律
を
基
調
に
し
て
愛
誦
し
や
す
く
、「
ぐ

る
ー
ぷ
」
で
歌
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
声
を
そ
ろ
え
て
歌
う
こ
と
が
好
き
な
子
ど
も

た
ち
の
合
唱
や
群
読
に
も
適
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
同
音
異
義
の
語
呂
合
わ
せ
に
よ
る
言
葉
遊
び
も
多
い
。「「
だ
っ
ぴ
」
す

り
ゃ
／
ち
ょ
っ
ぴ
り

お
と
な
で
／
ぼ
く

し
ん
ぴ
ん
／
あ
た
ら
し
い

と
し
が
は

じ
ま
る
／
き
ぶ
ん
だ
よ
／
だ
か
ら

そ
の
と
き
ゃ
／
「
だ
っ
ぴ
ー
・
ニ
ュ
ー
・
イ

ヤ
ー
」」（「
だ
っ
ぴ

へ
び
い
ち
の
す
け
」
Ⅳ
）
と
い
っ
た
語
呂
合
わ
せ
も
あ
る
し
、

「
し
〜
と
〜
し
〜
と
〜

あ
〜
め
〜
ふ
〜
り
〜
／
の
〜
ん
〜
び
〜
り
〜

い
〜
ち
〜

に
〜
ち
〜
」（「
ゆ
っ
く
り

あ
め
の
ひ

か
た
つ
む
り
で
ん
き
ち
」
Ⅳ
）
と
い
っ
た

表
記
上
の
遊
び
も
あ
り
、
じ
つ
に
遊
戯
性
に
満
ち
て
い
る
。『
の
は
ら
う
た
』
を
教

（
4
）

材
に
し
た
小
学
校
二
年
生
対
象
の
実
践
記
録
の
中
で
「
お
気
に
入
り
の
詩
」
の
ア
ン

ケ
ー
ト
を
取
っ
た
と
こ
ろ
、「
せ
み
の
な
つ

せ
み
す
す
む
」（
Ⅲ
）
が
一
位
と
な
っ

た
。「
い
ろ
ん
な

せ
み
が
／
せ
っ
せ
と

な
く
ぞ
／
ワ
シ
ワ
シ
ワ
シ
ワ
シ
／
わ
し

ら
の

な
つ
だ
／
ミ
ー
ン

ミ
ン
ミ
ン
／
み
ん
な
で
て
こ
い
」
と
始
ま
る
、
お
そ
ら

く
「
ワ
シ
ワ
シ
」
の
素
朴
な
擬
音
語
と
語
呂
合
わ
せ
が
喜
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

歌
の
主
人
公
に
「
な
っ
て
み
る
」
と
い
う
姿
勢
と
深
く
関
係
す
る
が
、『
の
は
ら

の
う
た
』
シ
リ
ー
ズ
の
表
現
上
の
最
大
の
特
徴
は
、
例
え
ば
「
ぼ
く
は
／
い
つ
か

き
っ
と
／
う
み
を
／
く
す
ぐ
っ
て
や
る
」（「
う
み
へ

お
が
わ
は
や
と
」
Ⅰ
）
と
い

う
よ
う
に
、
歌
の
前
に
題
名
と
歌
い
手
の
名
を
署
し
て
一
人
称
で
歌
っ
て
い
る
点
に
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あ
る
。
自
分
の
こ
と
を
三
人
称
化
し
た
り
、「
こ
ぐ
ま
が

ね
む
く
な
る
と
き
は
／

き
の
み
が

ぽ
と
ん
と

お
ち
る
と
き
」（「
や
ま
の
こ
も
り
う
た

こ
ぐ
ま
き
ょ
う

こ
」）
の
よ
う
に
自
分
を
類
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
三
三
七
タ
イ
ト
ル
中
二
〇

一
（
約
六
〇
％
）
の
歌
を
主
人
公
が
、「
ぼ
く
」「
お
れ
」「
わ
た
し
」「
わ
し
」
と
い
っ

た
一
人
称
を
明
示
し
て
歌
っ
て
い
る
。「
ゆ
き
ど
け
の

し
ら
せ
が
／
お
が
わ
を

つ
た
わ
り
／
ウ
ロ
コ
に

ひ
び
い
て
／
は
る
・
は
る
・
は
る
が
き
た
」（「
ゆ
き
ど
け

こ
ぶ
な

よ
う
こ
」
Ⅰ
）
と
い
う
よ
う
に
、
歌
の
中
に
一
人
称
が
明
示
さ
れ
な
い

場
合
も
あ
る
が
、「
ウ
ロ
コ
」
に
注
目
す
れ
ば
「
こ
ぶ
な
」
が
主
人
公
だ
と
分
か
る

よ
う
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
で
な
く
と
も
、
署
名
が
あ
る
以
上
は
そ
の
歌

い
手
は
署
名
者
に
な
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
素
朴
な
設
定
ゆ
え
に
、
代
理
人
と
し
て

の
工
藤
の
影
は
薄
め
ら
れ
た
、
と
ひ
と
ま
ず
は
言
え
る
だ
ろ
う
。

言
語
研
究
の
焦
点
を
文
章
の
文
法
的
様
態
か
ら
言
説
（discours

）
の
現
働
性
の

様
態
に
移
し
た
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
、
そ
の
徴
表
と
し
て
人
称
に
注
目
し
、「《
わ
た

し
》
は
、
話
し
て
い
る
人
を
示
す
と
同
時
に
、《
わ
た
し
》
に
関
す
る
言
表
で
あ
る
。

《
わ
た
し
》
と
い
う
と
き
、
わ
た
し
は
わ
た
し
の
こ
と
を
話
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
で

あ
る
。
二
人
称
で
は
、《
あ
な
た
》
は
必
然
的
に
《
わ
た
し
》
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
、

し
か
も
《
わ
た
し
》
を
起
点
と
し
て
設
定
さ
れ
た
情
況
の
そ
と
で
は
考
え
ら
れ
得
な

い
。」
と
述
べ
、
そ
れ
に
対
し
て
「《
三
人
称
》
は
、
実
際
に
は
人
称
の
相
関
関
係
の

無
標
の
成
員
を
表
す
も
の
で
あ
る
。」
と
区
別
す
る
。《
わ
た
し
》
と
《
あ
な
た
》
は

言
説
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
が
特
定
さ
れ
、
か
つ
応
答
的
に
交
換
さ
れ
る
人
称
な
の
で
あ

（
5
）る。「

小
学
生
に
な
っ
て
も
、「
キ
ミ
」
と
よ
ば
れ
る
よ
り
は
、「
ボ
ク
」
と
よ
ん
で

も
ら
う
方
が
、
は
る
か
に
自
分
を
よ
ば
れ
た
実
感
を
と
も
な
う
子
が
お
お
い
よ
う
で

あ
る
。「
ボ
ク
」
は
い
か
な
る
と
き
に
も
、
自
分
か
ら
も
、
相
手
か
ら
も
「
ボ
ク
」

（
6
）

で
あ
っ
て
こ
そ
「
ボ
ク
ら
し
い
」
の
で
あ
ろ
う
。」
と
い
う
報
告
が
あ
る
ほ
ど
、
子

ど
も
た
ち
に
と
っ
て
一
人
称
と
二
人
称
の
使
い
分
け
は
容
易
で
は
な
い
。

バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
は
さ
ら
に
、
一
人
称
の
周
囲
に
は
「
指
示
子
」
が
誘
引
さ
れ
、

「
こ
こ
と
い
ま
は
、
わ
た
し
を
含
む
い
ま
の
話
の
現
存
と
共
外
延
的
・
同
時
的
な
空

間
的
・
時
間
的
現
存
の
境
界
を
画
定
す
る
」、
つ
ま
り
、
わ
た
し
は
・
い
ま
こ
こ
に

い
て
・
こ
う
い
う
状
態
で
あ
る
と
い
う
自
己
を
語
る
言
説
を
構
成
し
始
め
る
と
い
う

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
こ
い
し

あ
い
て
に
／
じ
ゃ
ん
け
ん

し
た
ら
／
じ
ゃ
ん

け
ん

チ
ョ
キ
／
あ
っ
ち
は

グ
ー
／
い
つ
も
ま
け

や
れ
や
れ
」（「
じ
ゃ
ん
け
ん

ぽ
ん

さ
わ
が
に
よ
し
お
」Ⅰ
）と
い
う
歌
で
は
、
一
人
称
は
示
さ
れ
な
い
が
、「
あ
っ

ち
」
と
い
う
指
示
子
に
誘
引
さ
れ
て
こ
ち
ら
側
の
主
人
公
が
「
こ
い
し

あ
い
て
に

／
じ
ゃ
ん
け
ん
」
し
て
い
る
状
況
が
画
定
さ
れ
る
。
第
三
連
で
は
「
な
か
ま

あ
い

て
に
／
じ
ゃ
ん
け
ん

し
た
ら
」
チ
ョ
キ
で
あ
い
こ
に
な
る
こ
と
か
ら
主
人
公
が
蟹

だ
と
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
あ
い
て
」
や
「
あ
い
こ
」
も
場
面
の
現
働
性
を
指

示
し
て
い
る
。
一
人
称
で
歌
い
始
め
る
こ
と
は
、
そ
れ
を
基
点
と
し
て
、
歌
の
主
人

公
に
と
っ
て
も
自
己
の
思
い
を
構
成
し
や
す
く
、
読
者
も
そ
こ
に
感
情
移
入
し
や
す

い
こ
と
に
な
る
。

そ
の
反
映
と
し
て
か
、
歌
の
文
末
表
現
も
主
人
公
の
性
格
や
性
別
年
齢
に
あ
わ
せ

て
調
整
さ
れ
て
い
る
。
特
に
日
本
語
の
場
合
、
一
人
称
の
用
語
が
多
様
で
あ
り
、
か

つ
「
我
輩
は
猫
で
あ
る
」
と
か
「
拙
者
は
〜
で
ご
ざ
る
」
と
か
、
文
末
表
現
も
そ
れ

に
対
応
す
る
。「
Ⅰ
」
か
ら
拾
っ
て
も
、「
し
っ
ぽ
は

ぼ
く
の

こ
こ
ろ
だ
」（「
こ

こ
ろ

こ
い
ぬ
け
ん
き
ち
」）、「
お
う

な
つ
だ
ぜ
／
お
れ
は

げ
ん
き
だ
ぜ
」（「
お

れ
は
か
ま
き
り

か
ま
き
り
り
ゅ
う
じ
」）、「
わ
た
し
は

い
け
に

で
か
け
ま
す
」

（「
し
ょ
く
じ
の
じ
か
ん

あ
ひ
る
ひ
よ
こ
」）、「
だ
か
ら

わ
し
は
／
い
つ
ま
で
も

／
い
き
て
い
て

よ
い
の
で
あ
る
」（「
い
の
ち

け
や
き
だ
い
さ
く
」）
な
ど
と
、

お
よ
そ
、
男
性
は
「
ぼ
く
」
と
か
「
お
れ
」
と
自
称
し
、
常
体
の
「
〜
だ
」
で
歌
う

こ
と
が
多
い
。
女
性
は
「
わ
た
し
」
と
自
称
し
、
敬
体
の
「
で
す
」
で
歌
う
こ
と
が

多
い
。
老
人
は
「
わ
し
」
と
自
称
し
、「
〜
な
の
で
あ
る
」
な
ど
と
荘
重
に
歌
う
こ
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と
が
多
い
。
こ
う
し
た
一
人
称
の
選
択
と
文
末
表
現
の
呼
応
は
言
説
の
現
働
性
の
徴

表
で
あ
り
、
具
体
的
操
作
期
に
あ
る
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
、
感
情
移
入
し
て「
な

り
き
る
」
基
点
に
な
る
。

し
か
も
、
シ
リ
ー
ズ
の
間
に
は
同
一
人
物
が
く
り
返
し
登
場
す
る
が
、
た
と
え
ば

「
Ⅴ
」
を
除
い
て
全
巻
に
登
場
す
る
「
い
け
し
ず
こ
」
の
歌
で
は
、「
わ
た
し
は
／

い
ろ
ん
な

お
と
が
す
る
」（「
お
と
」
二
連
全
十
行
、
Ⅰ
）、「
さ
ざ
な
み
は
／
わ
た

し
の

え
が
お
で
す
」（「
え
が
お
」
二
連
全
五
行
、
Ⅱ
）、「
わ
た
ぐ
も
が
／
わ
た
し

に

す
が
た
を
う
つ
し
て
／
ち
ょ
い
と

お
し
ゃ
れ
を
／
し
て
い
き
ま
し
た
」（「
お

し
ゃ
れ
」
二
連
全
六
行
、
Ⅲ
）、「
わ
た
し
は

か
ぜ
と

な
か
よ
し
で
す
／
き
ょ
う

も

あ
そ
び
に

き
て
く
れ
ま
し
た
」（「
な
か
よ
し
」
三
連
全
八
行
、
Ⅳ
）、「
み
ん

な
が

ほ
っ
と
し
た
い
と
き
／
い
け
は

い
つ
で
も

ま
っ
て
い
る
」（「
ま
っ
て
い

る
」
三
連
全
十
行
、
わ
）
と
、
敬
体
が
や
や
多
く
用
い
ら
れ
、
二
、
三
連
の
数
行
で

歌
わ
れ
、
主
人
公
の
や
さ
し
い
性
格
を
統
合
的
に
表
現
し
て
い
る
。「
か
ま
き
り
り
ゅ

う
じ
」
も
全
六
巻
に
登
場
す
る
が
、「
お
れ
は

げ
ん
き
だ
ぜ
」
と
歌
う
「
Ⅰ
」
で

は
乱
暴
者
の
よ
う
に
見
え
て
、「
Ⅱ
」
で
は
次
の
よ
う
な
姿
を
見
せ
る
。

も
ち
ろ
ん

お
れ
は
／
の
は
ら
の

た
い
し
ょ
う
だ
ぜ
／
（
二
行
略
）
／
し
か

し
な
あ
／
お
れ
だ
っ
て
／
あ
ま
っ
た
れ
た
い
と
き
も
／
あ
る
ん
だ
ぜ
／
そ
ん
な

と
き
は
な
あ
／
お
ん
ぶ
し
て
ほ
し
そ
う
な
／
か
っ
こ
に
な
っ
ち
ま
っ
て
な
あ

／
：
：
：
／
て
れ
る
ぜ

「
て
れ
る
ぜ
」
と
題
さ
れ
、「
の
は
ら
の

た
い
し
ょ
う
だ
ぜ
」
と
強
が
る
反
面

で
誰
か
に
甘
え
た
く
な
る
本
音
を
漏
ら
し
て
い
る
。「
し
か
し
な
あ
」
と
い
う
逆
接

を
用
い
た
り
、
鎌
を
も
た
げ
た
姿
を「
お
ん
ぶ
し
て
ほ
し
そ
う
な
」と
比
喩
し
た
り
、

子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
は
高
度
な
表
現
で
あ
る
が
、「
て
れ
る
ぜ
」
と
い
う
反
面
を

楽
し
む
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
主
人
公
た
ち
の
性
格
が
、
も
ち
ろ
ん
近
代
小
説
の

主
人
公
の
自
我
と
い
う
ほ
ど
複
雑
な
陰
影
は
な
い
が
、
各
巻
を
通
じ
て
典
型
的
な
程

度
の
ふ
く
ら
み
に
統
合
さ
れ
、
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
性
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
の
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
性
こ
そ
が
こ
の
シ
リ
ー
ズ
を
成
功
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

二
、
内
言
性
と
断
片
性

こ
の
よ
う
に
、『
の
は
ら
う
た
』
の
歌
は
い
ず
れ
も
「
な
っ
て
み
る
」
姿
勢
を
一

人
称
で
歌
う
こ
と
に
お
い
て
実
現
し
、
子
ど
も
た
ち
が
感
情
移
入
し
や
す
く
、
自
分

で
も
歌
い
出
し
た
く
な
る
よ
う
に
歌
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
主
人
公
の
独
り
言
に

似
た
歌
が
多
い
こ
と
に
も
気
づ
く
。
例
え
ば
二
人
称
は
、「
わ
た
し
は

ひ
る
ね
が

す
き
で
す
／
あ
な
た
は

な
に
が

す
き
で
す
か
」（「
す
き
な
も
の

み
み
ず
み

つ
お
」
Ⅰ
）
と
不
特
定
の
聞
き
手
に
話
し
か
け
て
い
る
他
に
、
四
つ
の
歌
に
し
か
登

場
し
な
い
。「
お
つ
き
さ
ま
／
わ
た
し
は

い
ま
／
か
き
の
き
の
／
て
っ
ぺ
ん
で
／

ひ
と
り
で
す
／
あ
そ
び
に
／
き
て
く
だ
さ
い
」（「
め
が
さ
め
た

や
ま
ば
と
ひ
と

み
」、
Ⅰ
）
と
い
っ
た
呼
び
か
け
も
あ
る
が
、
月
は
山
鳩
の
面
前
に
対
峙
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
一
人
称
だ
け
で
な
く
相
手
を
二
人
称
で
呼
ぶ
こ
と
を
控
え
る
、
日

本
的
な
言
説
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
あ
る
い
は
、
五
、
六
歳
頃
か
ら
形
成
さ

れ
る
独
り
言
に
も
似
た
「
内
言
」（inner

speech

）
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

そ
れ
を
、
ピ
ア
ジ
ェ
は
、
自
己
中
心
的
段
階
（
利
己
的
個
性
で
は
な
く
、
自
己
の
観

点
か
ら
だ
け
判
断
す
る
段
階
）
に
あ
る
未
発
達
な
社
会
的
発
話
と
考
え
た
が
、
ヴ
ィ

ゴ
ツ
キ
ー
は
、
口
ず
さ
ん
で
考
え
る
、
や
が
て
論
理
的
思
考
の
核
と
な
る
潜
在
言
語

（
7
）

だ
と
評
価
し
た
。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
の
内
言
性
に
気
づ
く
う
え
で
、「
お
ま
じ
な
い

み
み
ず
み
つ
お
」（
Ⅲ
）
は
興
味
深
い
。

こ
わ
い
と
き

と
な
え
る
／
お
ま
じ
な
い
が
あ
る
／
じ
ぶ
ん
に
む
か
っ
て
／
こ
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う
い
う
ん
だ
／
／
「
お
い
、
ぼ
く
よ
／
ぼ
く
が
い
る
か
ら
／
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
／

／
ぼ
く
が
い
る
か
ら
／
だ
い
じ
ょ
う
ぶ
」
／
／
す
る
と
／
ぼ
く
が
ふ
た
り
い
る

み
た
い
で
／
げ
ん
き
に
な
る

（
8
）

こ
の
歌
に
つ
い
て
工
藤
は
、
小
学
校
三
年
生
対
象
の
授
業
で
「
実
は
ね
、
直
ち
ゃ

ん
が
み
ん
な
く
ら
い
の
年
の
頃
、さ
び
し
く
な
る
と
鏡
の
中
の
自
分
に
向
か
っ
て『
大

丈
夫
！

直
ち
ゃ
ん
に
は
、
直
ち
ゃ
ん
が
つ
い
て
る
！
』
っ
て
話
し
か
け
て
た
の
。

そ
し
た
ら
、も
う
ひ
と
り
の
自
分
が
味
方
に
な
っ
て
く
れ
た
み
た
い
で
、ひ
と
り
ぼ
っ

ち
じ
ゃ
な
い
っ
て
、
元
気
が
出
て
き
た
ん
だ
。
そ
の
時
の
こ
と
を〝
み
み
ず
み
つ
お
〞

く
ん
に
読
ん
で
も
ら
っ
た
の
」
と
解
説
し
て
い
た
。「
鏡
の
中
の
自
分
」
に
話
し
か

（
9
）

け
る
と
い
う
状
況
は
、
ラ
カ
ン
の
鏡
像
段
階
と
い
う
考
え
方
を
想
起
さ
せ
て
興
味
深

い
。
幼
児
は
生
後
六
ヶ
月
ぐ
ら
い
に
な
る
と
、
鏡
に
映
っ
た
自
分
の
姿
に
強
い
関
心

を
示
す
と
い
う
。
そ
れ
は
、
身
体
の
操
作
が
未
熟
な
段
階
で
自
己
の
全
体
像
を
確
認

す
る
こ
と
が
で
き
て
、
思
考
的
で
は
な
い
が
原
初
的
な
自
我
を
経
験
す
る
こ
と
だ
と

考
え
ら
れ
た
。
幼
児
期
に
限
ら
ず
、
自
分
の
状
態
を
自
分
で
確
認
し
な
が
ら
解
決
策

を
模
索
す
る
様
子
を
、
鏡
像
段
階
的
な
思
考
操
作
と
考
え
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の

歌
も
、
自
分
と
も
う
一
人
の
自
分
の
関
係
に
内
閉
し
て
い
る
が
、
も
う
一
人
の
自
分

を
対
象
化
し
て
い
る
点
で
論
理
的
思
考
の
初
発
で
は
あ
る
。
ち
な
み
に
「
お
ま
じ
な

い
」
と
は
原
初
的
な
内
言
で
あ
る
。

シ
リ
ー
ズ
の
中
で
は
「
こ
だ
ぬ
き
し
ん
ご
」
が
「
あ
の
こ
」
に
会
う
た
め
に
「
か

が
み
に
う
つ
し
て

み
た
り
」（
Ⅲ
）
す
る
程
度
で
あ
る
が
、「
い
け
し
ず
こ
」
は
よ

く
他
者
を
映
し
出
し
て
い
る
。
鏡
像
と
し
て
で
は
な
く
て
も
、
二
者
関
係
を
歌
う
歌

は
多
い
。
二
人
称
で
呼
ば
れ
な
く
て
も
、
第
三
者
が
介
在
し
な
い
ま
ま
二
者
関
係
が

歌
わ
れ
れ
ば
、
そ
の
相
手
は
主
人
公
に
よ
っ
て
内
面
化
さ
れ
た
鏡
像
的
な
存
在
だ
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
、「
つ
よ
く
／
お
お
し
く
／
い
き
る
！
／
そ
れ
が

ぼ
く
の
け
っ
し
ん
で
す
／
／
で
も

と
き
ど
き
／
む
ね
の

や
わ
ら
か
い
と
こ
ろ
が

／
な
き
た
く
な
る
の
ね
／
：
：
：
／
な
ん
で
か
な
あ
」（「
け
っ
し
ん

か
ぶ
と
て
つ

お
」
Ⅱ
）
と
自
問
自
答
し
た
り
、「
あ
し
た
は
／
は
き
は
き

へ
ん
じ
で
き
ま
す
よ

う
に
／
あ
し
た
も
／
だ
れ
か
が

あ
そ
び
に
き
ま
す
よ
う
に
」（「
は
き
は
き

み
の

む
し
せ
つ
こ
」
Ⅱ
）
と
自
分
を
励
ま
す
歌
が
多
い
。

ま
た
、
自
分
で
自
分
を
謎
々
の
よ
う
に
説
明
し
よ
う
と
す
る
歌
も
散
見
す
る
。
例

え
ば
、「
ぼ
く
の

も
く
ひ
ょ
う
は
／
ま
っ
す
ぐ

は
し
る
こ
と
」
と
歌
う
「
ま
っ

す
ぐ
に
つ
い
て

い
の
し
し
ぶ
ん
た
」（
Ⅳ
）
は
猪
突
猛
進
と
い
う
慣
用
語
を
問
う

こ
と
に
な
る
が
、「
ご
し
ご
し
ご
し
／
た
だ
い
ま

ち
き
ゅ
う
を
／
せ
ん
た
く
ち
ゅ

う
／
あ
あ
／
い
そ
が
し

い
そ
が
し
」（「
ね
じ
り
は
ち
ま
き

お
が
わ
は
や
と
」
Ⅲ
）

と
か
「
き
ょ
う
は
／
う
れ
し
い
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
の
で
／
の
は
ら
に
／
リ
ボ
ン
を

か
け
ま
し
た
」（「
お
い
わ
い

に
じ
ひ
め
こ
」
Ⅲ
）
と
い
っ
た
歌
で
は
、
歌
い
手
の

署
名
を
隠
し
て
こ
れ
は
誰
の
歌
で
そ
れ
は
ど
う
し
て
分
か
る
の
か
、
と
問
う
こ
と
を

楽
し
め
そ
う
で
あ
る
。
自
分
の
特
徴
を
見
定
め
相
手
に
も
気
づ
い
て
も
ら
え
る
よ
う

に
謎
々
を
構
成
す
る
こ
と
は
、
遊
び
な
が
ら
自
分
を
対
象
化
し
、
自
己
を
他
者
と
の

共
通
理
解
の
場
に
提
示
す
る
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
模
索
で
も
あ
る
。
十
一
、
十
二

歳
頃
〜
十
五
歳
頃
と
さ
れ
る
、
言
葉
や
事
物
を
そ
の
場
面
を
離
れ
て
仮
説
的
に
形
式

論
理
的
に
操
作
で
き
る
、
形
式
的
操
作
期（
10
）に
可
能
な
言
語
操
作
な
の
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
内
言
性
と
深
く
関
係
し
て
、
個
々
の
歌
を
見
る
限
り
、
意
外
な
こ
と
に

住
人
同
士
が
応
答
し
て
い
る
現
場
を
歌
っ
た
歌
は
な
い
。
工
藤
の
詩
の
テ
ー
マ
と
し

て
「
あ
い
た
い
」
と
い
う
こ
と
が
重
要
だ
と
指
摘（
11
）さ

れ
て
い
て
、『
の
は
ら
う
た
』

で
も
「
あ
い
た
く
て
／
あ
い
た
く
て
／
あ
い
た
く
て
／
あ
い
た
く
て
／
…
…
／
き
ょ

う
も
／
わ
た
げ
を
／
と
ば
し
ま
す
」（「
ね
が
い
ご
と

た
ん
ぽ
ぽ
は
る
か
」、
Ⅲ
）

な
ど
で
「
あ
い
た
い
」
と
訴
え
て
い
る
。
そ
れ
な
の
に
、
例
え
ば
次
の
「
ひ
か
る
も

の

か
ら
す
え
い
ぞ
う
」（
Ⅰ
）
は
、
会
話
の
中
に
二
人
称
が
用
い
ら
れ
、
一
人
称
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と
二
人
称
を
交
換
し
な
が
ら
「
し
ば
ら
く

は
な
し
」
を
す
る
現
働
的
な
歌
で
あ
る

が
、「
わ
か
れ
た
」
後
に
歌
わ
れ
て
い
て
、
二
人
の
交
流
の
現
場
を
い
ま
・
こ
こ
で

描
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

「
お
ま
え

ひ
か
っ
て
る
ぜ
」
／
み
ず
た
ま
り
は
「
う
ふ
ふ
」
と
い
っ
た
／
み

ず
た
ま
り
と

お
れ
は
／
ゆ
う
や
け
を
み
な
が
ら
／
し
ば
ら
く

は
な
し
し
た

／
／
「
お
ま
え

じ
つ
に

ひ
か
っ
て
る
」
／
も
う
い
ち
ど
い
っ
て

わ
か
れ

た
類
想
の
「
お
に
あ
い

い
し
こ
ろ
か
ず
お
」（
Ⅲ
）
に
な
る
と
「
も
ん
し
ろ
ち
ょ

う
が
／「
あ
た
し
た
ち

お
に
あ
い
ね
」」と
語
り
か
け
て
く
れ
る
が
、
末
尾
に「
き
ょ

う
の
こ
と
／
に
っ
き
に
か
い
て
お
こ
う
」
と
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
何
時
間
か
前

の
出
来
事
な
の
で
あ
る
。
先
に
も
あ
げ
た「
み
ん
な
が
う
た
う
／
て
ん
て
ん
の
う
た
」

（
Ⅰ
）
で
は
、
ま
ず
「
て
ん
て
ん
て
ん

な
ん
じ
ゃ
ら
ほ
い
／
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
が

て
ん
て
ん
て
ん
」
以
下
四
行
を
「
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
わ
た
る
」
が
歌
い
、
同
じ
歌
い

出
し
で
「
た
ん
ぽ
ぽ
は
る
か
」「
ほ
た
る
ま
ど
か
」「
つ
ば
め
ひ
と
し
」
な
ど
八
人
が

そ
れ
ぞ
れ
四
行
を
歌
う
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
歌
に
他
者
は
登
場
し
な
い
。
ま
た
「
わ
」

で
は
「
ク
ロ
ー
バ
ー
の
は
や
し
を

と
お
り
ぬ
け
た
ら
／
す
み
れ
が

に
っ
こ
り

あ
い
さ
つ
し
て
く
れ
た
／
う
れ
し
い
な
／
そ
こ
で

は
っ
ぱ
に

す
わ
っ
て

ひ
と

や
す
み
／
し
ず
か
に

じ
か
ん
が

な
が
れ
ま
す
／
み
あ
げ
れ
ば

そ
ら
の
く
も
／

わ
た
あ
め
み
た
い
で
あ
り
ま
し
た
」（「
す
み
れ
と

あ
そ
ん
だ

あ
り
ん
こ
た
く

じ
」）

と
「
は
な
び
ら

ゆ
ら
し
て

お
ど
っ
て
い
た
ら
／
あ
り
ん
こ
が

は
っ

ぱ
で

ひ
と
や
す
み
し
て
く
れ
た
／
う
れ
し
い
な
／
そ
こ
で

い
っ
し
ょ
に

あ
れ

こ
れ

お
し
ゃ
べ
り
／
し
ず
か
に

じ
か
ん
が

な
が
れ
ま
す
／
み
ま
わ
せ
ば

の

は
ら
に

か
げ
ろ
う
ゆ
ら
ゆ
ら
／
ゆ
り
か
ご
み
た
い
で
あ
り
ま
し
た
」（「
あ
り
ん
こ

と

あ
そ
ん
だ

す
み
れ
ほ
の
か
」）が
互
い
を
登
場
さ
せ
て
見
開
き
頁
で
並
ぶ
が
、

「
お
し
ゃ
べ
り
」
の
現
場
を
描
い
て
い
る
と
い
う
よ
り
、「
み
た
い
で
あ
り
ま
し
た
」

と
そ
の
静
か
な
「
じ
か
ん
」
を
思
い
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
遊
び
相
手
の
「
す
み

れ
」「
あ
り
ん
こ
」
も
「
き
み
」「
あ
な
た
」
と
か
「
ほ
の
か
さ
ん
」「
た
く
じ
く
ん
」

と
紹
介
さ
れ
て
よ
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
作
品
中
で
名
前
が
呼
ば
れ
る
こ
と
は
「
お

お
す
ぎ
ご
ん
え
も
ん
」
が
「
ひ
の
き
か
ん
じ
ゅ
う
ろ
う
」
に
「
お
ー
い
」
と
呼
び
か

け
る
（
Ⅲ
）
以
外
に
は
一
例
も
な
い
。
ち
な
み
に
、
そ
の
「
ひ
の
き
か
ん
じ
ゅ
う
ろ

う
」
だ
け
が
自
署
の
歌
を
持
た
な
い
。

住
人
た
ち
の
名
前
は
同
姓
も
同
名
も
注
意
深
く
避
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
家

族
が
登
場
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
シ
リ
ー
ズ
の
中
に
は
母
が
七
作

品
、
父
・
兄
・
弟
・
妹
が
各
一
作
品
に
登
場
す
る
の
み
で
、「
ひ
と
り
（
ぼ
っ
ち
）」

が
八
作
品
に
登
場
し
、
淋
し
い
感
情
も
六
作
品
に
登
場
す
る
。
家
族
の
様
子
が
あ
ま

り
描
か
れ
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
、
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
空
間
で
あ
る
学

校
の
様
子
も
描
か
れ
な
い
。「
と
も
だ
ち
」
と
か
「
な
か
よ
し
」
と
い
う
言
葉
は
散

見
す
る
が
、「
ぐ
る
ー
ぷ
・
め
だ
か
」
と
「
ど
じ
ょ
っ
こ
・
れ
ん
」
と
い
う
仲
間
が

登
場
す
る
ぐ
ら
い
で
学
校
や
教
室
は
「
Ⅳ
」
ま
で
描
か
れ
ず
、
二
十
年
目
の
記
念
と

し
て
刊
行
さ
れ
た
「
わ
」
の
巻
頭
で
よ
う
や
く
、
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
た
。

つ
く
し

つ
ん
つ
ん

め
を
さ
ま
せ
／
も
ん
し
ろ
ち
ょ
う
も

い
そ
い
そ
と
／

な
の
は
な
ば
た
け
に

つ
う
が
く
ち
ゅ
う
／
つ
く
し
は

の
は
ら
の

い
ち
ね

ん
せ
い
／
（
第
二
連
略
）
／
つ
く
し

つ
ん
つ
ん

む
ね
を
は
れ
／
げ
ん
き
に

あ
い
さ
つ

し
て
み
た
ら
／
む
こ
う
で

け
や
き
の

せ
ん
せ
い
が
／
は
っ
ぱ

ひ
ら
ひ
ら

て
を
ふ
っ
た

「
つ
ん
つ
ん

つ
く
し
て
る
お
」）

「
つ
く
し
」
が
一
年
生
と
し
て
楽
し
そ
う
に
通
学
し
、
学
校
で
は
「
け
や
き
の
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せ
ん
せ
い
」
が
待
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
や
は
り
、
先
生
は
「
だ
い
さ
く

せ
ん
せ
い
が
」
と
は
呼
ば
れ
な
か
っ
た
。
こ
の
巻
に
は
「
え
ん
そ
く

か
ぞ
え
う
た
」

「
お
べ
ん
と
う
の
う
た
」
や
「
む
か
で
や
す
じ
」
が
「
か
ず
の

べ
ん
き
ょ
う
を
す

る
」
場
面
は
登
場
す
る
が
、
現
働
的
な
描
写
と
し
て
で
は
な
く
場
面
の
報
告
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
巻
に
は
歌
と
歌
の
間
に
地
の
文
の
よ
う
な
解
説
文
が
、
例
え
ば
右
の

歌
の
後
に
「
ほ
ん
と
に
、
つ
く
し
た
ち
は
、
の
は
ら
小
学
校
の
／
新
一
年
生
み
た
い

だ
ね
。
つ
ら
れ
て
、
み
ん
な
も
う
た
い
だ
し
た
よ
。
／
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
わ
た
る
く

ん
が
／
音
符
の
形
を
ま
ね
し
て
遊
ん
で
る
と
な
り
で
／
お
に
い
ち
ゃ
ん
の
、
か
え
る

た
く
お
く
ん
が
／
（
し
っ
ぽ
が
と
れ
て
、
ぼ
く
も
オ
ト
ナ
に
な
っ
た
な
あ
）
と
／
は

り
き
っ
て
い
ま
す
。」
な
ど
と
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
「
お
た
ま
じ
ゃ
く
し

わ
た
る
く
ん
」
と
「
か
え
る
た
く
お
く
ん
」
が
名
前
で
呼
ば
れ
、
二
人
が
兄
弟
だ
と

い
う
こ
と
が
初
め
て
分
か
る
。
し
か
し
、「
わ
」は
総
括
の
思
い
を
込
め
た
た
め
か
、

序
に
シ
リ
ー
ズ
が
始
ま
っ
た
経
緯
を
説
明
し
、
歌
と
歌
を
つ
な
ぐ
地
の
文
を
挿
入

し
、
地
の
文
に
は
漢
字
が
混
じ
り
、
や
や
説
明
的
な
巻
に
な
っ
て
い
る
。

内
言
性
と
い
い
、
交
流
の
現
場
が
歌
わ
れ
な
い
こ
と
と
い
い
、
お
そ
ら
く
一
人
称

で
歌
わ
れ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
を
個
人
的
感
情
を
歌
う
詩
と
い
う
も

の
の
特
性
だ
と
決
め
つ
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
が
、
工

藤
は
詩
集
『
こ
ど
も
の
こ
ろ
に
み
た
空
は
』（
二
〇
〇
一
）
で
は
一
人
称
で
子
ど
も

た
ち
の
交
流
の
現
場
を
描
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
一
人
称
で
内
言
的
に
歌
う
と
い
う

設
定
は
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
選
択
さ
れ
た
枠
組
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
枠
組
の
中
で

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
は
、
他
の
歌
や
歌
い
手
に
配
慮
せ
ず
断
片
的
に
存
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ

に
出
来
事
や
感
情
を
心
置
き
な
く
表
現
で
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
読
者
は
、
特

に
子
ど
も
た
ち
は
感
情
移
入
し
や
す
く
、
自
分
で
も
そ
の
設
定
で
歌
い
出
し
や
す
い

の
で
あ
る
。

三
、
普
遍
化
と
カ
タ
ロ
グ
性

そ
れ
ぞ
れ
の
歌
は
断
片
的
だ
と
し
て
も
、
シ
リ
ー
ズ
の
各
巻
に
お
い
て
も
全
体
に

お
い
て
も
散
漫
な
印
象
は
受
け
な
い
。
各
巻
に
序
文
が
付
さ
れ
、「
Ⅰ
」
〜
「
Ⅳ
」

の
後
に
二
十
年
を
記
念
し
た
「
わ
」
が
刊
行
さ
れ
、
断
片
性
を
統
合
し
よ
う
と
し
て

い
る
た
め
で
あ
る
。
最
近
の
「
Ⅴ
」
も
基
本
的
な
傾
向
を
継
承
し
て
い
る
。
序
文
な

ど
に
注
目
し
な
が
ら
一
二
二
人
の
三
三
七
の
歌
が
ど
の
よ
う
に
統
合
さ
れ
て
い
る
か

を
考
察
し
た
い
。

ま
ず
、「
の
は
ら
む
ら
」
の
住
人
の
構
成
を
見
て
み
る（
12
）と

、
子
ど
も
た
ち
と
「
わ

し
」
と
自
称
す
る
七
人
の
老
人
（
登
場
順
に
「
け
や
き
だ
い
さ
く
」「
ふ
く
ろ
う
げ

ん
ぞ
う
」「
き
り
か
ぶ
さ
く
ぞ
う
」「
お
お
す
ぎ
ご
え
も
ん
」「
だ
い
ち
さ
く
の
す
け
」

「
う
み
が
め
ま
ん
さ
く
」「
な
ま
ず
な
み
ざ
え
も
ん
」）
で
構
成
さ
れ
、
パ
ン
屋
や
大

工
と
い
っ
た
職
業
を
持
つ
大
人
は
登
場
し
て
い
な
い
。
男
女
比
は
、
男
性
八
一
人（
約

66
％
）、
女
性
四
一
人
（
約
34
％
）
で
あ
る
。
動
物
は
七
一
人
（
約
58
％
）、
植
物
は

二
三
人
（
約
19
％
）、
そ
の
他
の
無
生
物
が
二
八
人
（
約
23
％
）
で
あ
る
。
動
物
に

は
移
動
で
き
る
生
物
と
し
て
魚
や
昆
虫
も
含
め
た
。
こ
れ
ら
か
ら
分
か
る
重
要
な
こ

と
は
、「
の
は
ら
む
ら
」
の
生
活
に
は
大
人
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、「
の
は
ら

う
た
」
の
世
界
を
構
成
し
て
い
る
の
は
、
職
業
を
持
つ
成
人
で
は
な
く
子
ど
も
と
老

人
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
者
は
、
父
や
母
の
世
代
が
牽
引
す
る
日

常
社
会
か
ら
解
放
さ
れ
た
、
無
垢
と
智
慧
の
存
在
で
あ
り
、
昔
話
に
は
不
可
欠
の
人

物
で
あ
る
。「
の
は
ら
う
た
」
の
世
界
は
、
事
件
や
政
治
や
出
世
が
歌
わ
れ
る
こ
と

も
な
く
無
垢
と
智
慧
が
心
置
き
な
く
交
流
す
る
、
い
わ
ば
昔
話
の
世
界
で
あ
る
。
例

え
ば
、「
ふ
く
ろ
う
げ
ん
ぞ
う
」
は
「
お
い
で
」（
Ⅰ
）
と
題
し
て
「
さ
び
し
く
な
っ

た
ら

お
い
で
／
わ
し
の

み
み
が
／
は
な
し
あ
い
て
に

な
ろ
う
」
と
歌
い
、
話

し
相
手
と
い
う
よ
り
「
み
み
」
で
聞
き
役
に
な
ろ
う
と
し
、「
け
や
き
だ
い
さ
く
」
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は
「
い
つ
ま
で
も
」（
Ⅳ
）
と
題
し
て
、
次
の
よ
う
に
積
年
の
智
慧
を
歌
う
。

こ
と
り
た
ち
よ
／
む
か
し
か
ら
の

と
も
だ
ち
だ
ね
／
こ
え
だ
を

く
す
ぐ
る

か
ぜ
の

お
と
を
／
い
っ
し
ょ
に

き
い
て

わ
ら
っ
た
ね
／
い
ま
も

わ

し
は

お
ぼ
え
て
い
る
／
（
第
二
連
略
）
／
ひ
か
り
と

か
ぜ
と

い
き
も
の

の
／
き
お
く

し
ん
し
ん

ふ
り
つ
も
り
／
い
つ
ま
で
も
／
い
つ
ま
で
も
／
わ

し
の

な
か
で

い
き
て
い
る

「
け
や
き
」
は
大
樹
で
あ
り
、
大
地
に
根
ざ
し
て
動
け
な
い
。
そ
の
不
動
の
姿
勢

が
「
こ
と
り
た
ち
」
の
信
頼
感
を
得
て
、
お
そ
ら
く
「
ふ
く
ろ
う
げ
ん
ぞ
う
」
と
同

様
の
聞
き
役
に
な
り
、
そ
の
積
み
重
ね
が
「
ひ
か
り
と

か
ぜ
と

い
き
も
の
の
／

き
お
く
」
と
い
う
智
慧
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
動
物
は
鳥
や
魚
や
昆
虫
を
含
ん
で

過
半
を
占
め
た
が
、
彼
ら
は
植
物
と
ち
が
っ
て
動
き
ま
わ
れ
る
。
動
き
ま
わ
り
喜
び

悩
み
誰
か
に
話
を
聞
い
て
も
ら
い
た
い
の
で
あ
ろ
う
。
堀
辰
雄
が
プ
ル
ー
ス
ト
か
ら

学
ん
で
愛
好
し
た
人
間
類
型（
13
）に

、
運
命
を
開
拓
す
る
動
物
（
フ
ェ
ー
ナ
）
型
と
運
命

を
甘
受
す
る
植
物
（
フ
ロ
ー
ラ
）
型
が
あ
る
が
、
こ
の
村
の
動
植
物
た
ち
に
も
相
当

す
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
他
と
分
類
し
た
無
生
物
た
ち
で
も
、「
い
つ
か

き
っ
と

／
う
み
を
／
く
す
ぐ
っ
て
や
る
」（
Ⅰ
）
と
歌
う
「
お
が
わ
は
や
と
」
は
フ
ェ
ー
ナ

に
近
く
、「
い
つ
で
も

ま
っ
て
い
る
」（
わ
）
と
歌
う
「
い
け
し
ず
こ
」
は
フ
ロ
ー

ラ
に
近
い
。植
物
の
方
が
全
体
の
場
合
よ
り
も
女
性
の
比
率
が
高
く
、動
物
―
男
性
―

フ
ェ
ー
ナ
、
植
物
―
女
性
―
フ
ロ
ー
ラ
と
い
う
類
型
が
無
意
識
に
採
用
さ
れ
て
い

る
。
ま
た
、「
ふ
く
ろ
う
げ
ん
ぞ
う
」
は
動
物
で
あ
り
な
が
ら
、
夜
の
住
人
だ
か
ら

で
あ
ろ
う
か
フ
ロ
ー
ラ
に
近
い
。
こ
う
し
て
お
お
よ
そ
、「
わ
し
」
と
自
称
す
る
男

性
と
待
つ
こ
と
を
習
い
と
す
る
女
性
の
、
十
人
ほ
ど
の
フ
ロ
ー
ラ
が
多
く
の
フ
ェ
ー

ナ
の
あ
ふ
れ
る
思
い
を
受
け
止
め
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
村
の
安
穏
を
維
持
し
て
い
る
よ

う
で
あ
る
。
こ
う
し
た
バ
ラ
ン
ス
は
「
Ⅰ
」
に
お
い
て
す
で
に
整
っ
て
い
る
。

し
か
し
、「
わ
」
に
至
っ
て
表
面
化
し
た
こ
と
は
、「
ち
き
ゅ
う
」「
せ
か
い
」
と

い
っ
た
村
の
外
の
普
遍
的
な
場
所
へ
の
関
心
で
あ
る
。
そ
の
傾
向
は
「
Ⅱ
」
か
ら
始

ま
っ
て
い
た
。「
Ⅰ
」
は
、
す
で
に
見
た
よ
う
に
序
文
で
「
の
は
ら
む
ら
の
み
ん
な

が

し
ゃ
べ
る
た
び
に
、
う
た
う
た
び
に
、
わ
た
し
は

そ
れ
を

か
き
と
め
ま
し

た
」
と
記
し
た
後
、
二
番
目
の
「
は
る
が
き
た

う
さ
ぎ
ふ
た
ご
」
か
ら
末
尾
か
ら

二
番
目
の
「
は
る
な
つ
あ
き
ふ
ゆ

こ
り
す
す
み
え
」
に
至
る
、
春
夏
秋
冬
と
進
行

す
る
構
成
を
こ
こ
ろ
が
け
て
い
る
。「
Ⅱ
」
は
、
序
文
で
「
の
は
ら
む
ら
は

て
ん

き
の
よ
い
ひ
も
あ
れ
ば
、
あ
め
ふ
り
の
と
き
も
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
か
わ
ら
な
い

の
は

い
つ
も

だ
れ
か
が

う
た
を
う
た
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。」と
記
し
た
後
、

最
初
の
「
あ
さ
の
ひ
と
と
き

つ
ゆ
く
さ
さ
や
か
」
か
ら
末
尾
の
「
お
や
す
み

お

け
ら
り
ょ
う
た
」に
至
る
、
朝
昼
夜
と
進
行
す
る
構
成
を
こ
こ
ろ
が
け
て
い
る
。「
Ⅲ
」

は
、
序
文
で
「
ひ
と
は
み
な

じ
ぶ
ん
の
「
の
は
ら
」
を

こ
こ
ろ
の
お
く
に

し

ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
し
ら
」
と
記
し
た
後
、
途
中
に
「
た
び

つ
ば
め
ひ
と

し
」
や
「
へ
ん
し
ん
の
ゆ
め

け
む
し
じ
ん
べ
え
」
を
挿
入
し
、
末
尾
に
「
さ
よ
な

ら
の
テ
ー
プ

ゆ
う
ひ
お
さ
む
」
と
「
お
れ
？

ち
ょ
っ
と
で
か
け
る
と
こ
な
ん
だ

／
だ
れ
か
が
よ
ん
だ
き
が
し
て
、
ね
／
ど
こ
だ
か
わ
か
ん
な
い
／
け
ど

い
か
な

き
ゃ
な
ん
な
い
」
と
歌
う
「
と
お
り
す
が
り
に

か
ぜ
み
つ
る
」
を
配
置
し
て
、
村

の
安
穏
か
ら
脱
皮
し
て
村
の
外
へ
向
か
う
こ
と
を
誘
っ
て
い
る
。
序
文
の
、
読
者
を

含
め
た
「
み
な
」
が
「
じ
ぶ
ん
の
「
の
は
ら
」」
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
判
断
は
、「
の

は
ら
む
ら
」
と
い
う
特
定
の
共
同
体
と
そ
こ
で
歌
わ
れ
る
共
同
的
精
神
へ
の
関
心
と

い
う
よ
り
、
個
々
人
が
夢
み
る
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
し
て
の
「
の
は
ら
」
へ
の
関
心
を
暗

示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
受
け
て
「
Ⅳ
」
は
、
序
文
で
「
そ
う
、「
の
は
ら
」
っ
て
、

う
み
に
も

そ
ら
に
も
、
い
や
、
う
ち
ゅ
う
に
も

わ
た
し
た
ち
の

こ
こ
ろ
の
な

か
に
も

あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。」
と
記
し
た
後
、「
く
じ
ら
い
さ
お
」
や
「
く
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ら
げ
は
る
お
」
な
ど
の
、
村
の
外
の
海
の
住
人
か
ら
届
い
た
歌
を
挿
入
し
て
い
る
。

そ
の
間
、「
Ⅱ
」
で
「
ま
る
い

み
ず
の

ほ
し
」「
ち
き
ゅ
う
」「
せ
か
い
」「
う

ち
ゅ
う
」
が
登
場
し
、「
Ⅲ
」
で
は
「
ち
き
ゅ
う
」
の
他
に
「
じ
ぶ
ん
」「
じ
か
ん
」

が
登
場
し
、「
Ⅳ
」
で
は
「
ち
き
ゅ
う
」
が
二
作
品
に
、「
せ
か
い
」
が
六
作
品
に
、

「
う
ち
ゅ
う
」
が
一
作
品
に
登
場
し
、「
わ
」
で
も
「
ち
き
ゅ
う
」
が
六
作
品
に
、「
せ

か
い
」
が
四
作
品
に
登
場
し
て
い
る
。「
わ
」
で
「
の
は
ら
小
学
校
」
を
設
定
し
た

が
、
正
月
や
ク
リ
ス
マ
ス
と
い
っ
た
「
む
ら
」
の
行
事
は
描
か
れ
な
い
。「
の
は
ら

む
ら
」
の
生
活
ぶ
り
は
歌
わ
れ
ず
、「
の
は
ら
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
介
し
て
「
の

は
ら
む
ら
」
を
普
遍
化
す
る
傾
向
に
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
一
つ
の
存
在
を
高
次

の
普
遍
の
中
に
位
置
づ
け
直
す
傾
向
は
「
わ
」
ま
で
で
整
っ
た
が
、
三
年
の
間
を
お

い
た
「
Ⅴ
」
は
、「
の
は
ら
の
じ
か
ん
」
と
題
し
た
序
文
で
「
お
ひ
さ
ま
」
を
紹
介

し
「
ち
き
ゅ
う
」
を
紹
介
し
、「
ま
わ
る

ち
き
ゅ
う
に

ぐ
ー
ん
と

ち
か
づ
い

て
」「
お
や

「
の
は
ら
む
ら
」
が

み
え
て
き
た
」
と
焦
点
化
さ
れ
て
い
く
。「
あ

ま
の
が
わ
あ
ず
さ
」
も
歌
を
届
け
、
末
尾
の
歌
は
「
え
い
え
ん

に
じ
ひ
め
こ
」
で

あ
り
、
普
遍
化
は
顕
著
に
な
る
。
次
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
。

た
い
よ
う
と

ち
き
ゅ
う
が

で
あ
っ
て
／
ぼ
く
は

う
ま
れ
た
／
／
た
い
よ

う
の
て
の
ひ
ら
で

あ
た
た
ま
り
／
ち
き
ゅ
う
の

ひ
ざ
に

だ
か
れ
て
／
か

げ
ろ
う

ゆ
ら
ゆ
ら

ゆ
め
の
な
か
／
／
あ
っ
ち
か
な
？

こ
っ
ち
か
な
？
／

ゆ
め
の

な
か
は

ひ
ろ
い
ね
／
そ
っ
ち
か
な
？

ど
っ
ち
か
な
？
／
ゆ
め
の

な
か
は

ふ
か
い
ね
／
／
せ
か
い
じ
ゅ
う
を

ゆ
っ
く
り

と
か
し
て
／
か
げ

ろ
う

ゆ
ら
ゆ
ら

ゆ
め
み
て
る

（「
ゆ
め
み
る

か
げ
ろ
う

か
げ
ろ
う
た
つ
の
す
け
」
Ⅳ
）

「
た
い
よ
う
」「
ち
き
ゅ
う
」「
せ
か
い
」
が
登
場
し
、「
お
ひ
さ
ま
」
を
「
た
い

よ
う
」
と
呼
ん
だ
の
は
こ
の
例
だ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
の
普
遍
化
に
と

ど
ま
ら
ず
、
注
目
し
た
い
の
は
、
そ
れ
ら
が
「
ゆ
め
」
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。「「
こ
う
き
し
ん
」
を
／
パ
ラ
パ
ラ
っ
と

ふ
り
か
け
る
と
／
せ
か
い
じ
ゅ

う
が
／
お
い
し
く
な
り
ま
す
」（
Ⅳ
）
と
か
、「
み
み
ず
み
つ
お
」
が
「
ゆ
め
の
せ
か

い
は

で
っ
か
い
／
な
り
た
い
も
の
に

な
れ
る
」
と
し
て
「
ち
き
ゅ
う
の
「
は
ち

ま
き
」
に
」
な
っ
て
「
う
ち
ゅ
う
を

つ
っ
ぱ
し
ろ
う
」（
Ⅴ
）
と
夢
み
る
歌
も
あ

り
、「
Ⅲ
」
の
序
で
は
「
の
は
ら
む
ら
を
と
お
り
す
ぎ
る

き
せ
つ
の
な
が
れ
に
ひ

た
っ
て
い
る
と
、
こ
れ
は
ま
る
で

じ
ぶ
ん
の
こ
こ
ろ
の
な
か
の

け
し
き
み
た
い

だ
な
あ
、
と

お
も
い
ま
す
。」
と
記
し
、
そ
の
後
に
「
こ
こ
ろ
の
け
し
き
」
や
先

に
引
用
し
た
「
じ
ぶ
ん
の
「
の
は
ら
」」
が
登
場
す
る
。
つ
ま
り
、「
の
は
ら
む
ら
」

を
普
遍
化
す
る
こ
と
は
夢
や
好
奇
心
や
心
の
風
景
と
い
っ
た
想
像
力
と
深
く
連
動
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
シ
リ
ー
ズ
中
に
「
そ
う
ぞ
う
す
る
」
と
い
っ
た
言
葉

は
な
い
が
、「
ゆ
め
」
や
「
こ
こ
ろ
」
は
散
見
し
て
い
た
。
ご
く
当
た
り
前
の
用
法

と
し
て
見
過
ご
さ
れ
が
ち
な
中
に
は
、「
お
れ

こ
こ
ろ
／
い
っ
ぱ
い

も
っ
て
い

る
ん
だ
な
」（「
こ
こ
ろ

か
ら
す
え
い
ぞ
う
」
Ⅱ
）
と
か
「
ぼ
く
は
き
っ
と

そ
の

ゆ
め
の

か
け
ら
な
ん
だ
」（「
ゆ
ら
ゆ
ら
た
ん
か

か
げ
ろ
う
た
つ
の
す
け
」
Ⅴ
）

と
い
っ
た
、
想
像
力
自
体
に
関
わ
る
歌
も
あ
る
。
こ
う
し
て
、「
の
は
ら
う
た
」
の

普
遍
性
は
特
定
の
高
度
な
哲
学
や
深
遠
な
思
想
を
受
肉
す
る
の
で
は
な
く
、「
の
は

ら
む
ら
」
の
住
人
や
読
者
の
ひ
と
り
ひ
と
り
の
心
の
風
景
と
い
う
無
色
透
明
な
想
像

力
の
ひ
な
型
に
回
収
さ
れ
、
ひ
と
り
ひ
と
り
の
感
情
移
入
と
い
う
活
性
化
を
待
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、「
Ⅰ
」
と
同
時
期
の
絵
本
『
こ
ぶ
た
は
な
こ
さ
ん
の
か
が
み
』（
一
九

八
四
）
は
、「
こ
ぶ
た
は
な
こ
さ
ん
は

か
が
み
を

み
な
が
ら
／
い
ろ
ん
な

か

お
に

な
」
る
こ
と
が
発
端
の
物
語
を
描
く
が
、
そ
の
「
か
が
み
」
は
無
色
透
明
な

想
像
力
の
道
具
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
先
に
内
言
性
の
問
題
で
取
り
上
げ
た
自
分
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の
鏡
像
を
励
ま
す
歌
の
よ
う
な
、
原
初
的
な
自
我
形
成
の
道
具
と
し
て
は
機
能
し
て

い
な
い
。
鏡
像
は
多
く
の
場
合
、
も
う
一
人
の
自
分
や
別
の
世
界
を
暗
示
す
る
重
要

な
道
具
で
あ
る
。
工
藤
に
と
っ
て
の
鏡
像
は
、
想
像
力
と
自
我
形
成
の
両
方
の
機
能

を
共
存
さ
せ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
の
こ
と
は
詩
人
と
し
て
の
工
藤
の
本
質
に
関
わ
る

こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
本
論
の
立
場
上
、
そ
こ
に
は
踏
み
込
ま
な
い
。

さ
て
、
全
六
巻
の
多
様
で
断
片
的
に
見
え
る
歌
た
ち
を
、
バ
ラ
ン
ス
よ
く
配
置
し

な
が
ら
普
遍
性
へ
と
解
放
し
、
読
者
に
よ
る
活
性
化
を
誘
う
と
い
う
こ
と
は
、「
の

は
ら
む
ら
」
の
生
活
の
多
様
な
断
片
を
ま
る
で
カ
タ
ロ
グ
化
す
る
か
の
よ
う
で
あ

る
。
カ
タ
ロ
グ
は
多
く
の
商
品
を
対
照
し
な
が
ら
紹
介
し
、
購
買
者
に
同
時
代
的
な

夢
を
共
有
さ
せ
て
く
れ
る
。
詩
で
も
「
○
○
尽
く
し
」
と
い
う
形
式
に
近
い
「
カ
タ

ロ
グ
・
ヴ
ァ
ー
ス
」（
型
録
詩
）
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
り
、
例
え
ば
『
わ
ら
べ
う

た
』（
一
九
八
一
）
で
も
人
気
の
谷
川
俊
太
郎
に
、
電
化
製
品
の
取
扱
説
明
文
や
中

学
校
一
年
生
の
受
験
問
題
や
映
画
の
広
告
文
や
ら
を
列
挙
し
た
「
日
本
語
の
カ
タ
ロ

グ
」
を
巻
頭
に
置
い
た
同
題
詩
集
（
一
九
八
四
）
が
あ
る
。
谷
川
は
、
自
作
を
列
挙

し
な
が
ら
現
代
詩
の
課
題
を
考
察
し
た
エ
ッ
セ
イ
「
実
作
の
カ
タ
ロ
グ（
14
）」

の
中
で
、

「
詩
は
余
り
に
も
細
分
化
さ
れ
役
割
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
現
代
社
会
に
対
し
て
、
言

葉
を
通
し
て
ひ
と
つ
の
全
体
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
も
の
」
だ
と

考
え
、「
全
体
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
を
回
復
」
す
る
た
め
の
方
途
と
し
て
、
韻
文
性
・

ノ
ン
セ
ン
ス
・
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
三
つ
を
取
り
上
げ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
第
三
点
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

今
は
た
と
え
て
み
れ
ば
、
パ
ッ
チ
・
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
と
り
と
め
な
く
断
片
を

モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
し
て
、
つ
ま
り
さ
ま
ざ
ま
な
詩
を
と
り
集
め
た
そ
の
集
合
と
し

て
し
か
、
全
体
に
迫
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

そ
れ
を
秋
山
さ
と
子
は
、
あ
り
あ
わ
せ
の
材
料
を
並
べ
る
素
人
仕
事
で
あ
り
、
か

つ
「
神
話
的
思
考
で
も
あ
る
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
に
な
ぞ
ら
え
、「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ

的
な
方
法
で
、
パ
ッ
チ
・
ワ
ー
ク
の
よ
う
に
と
り
と
め
な
く
断
片
を
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ

し
な
が
ら
、
全
体
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る（
15
）」
と
追
認
し
た
。
工
藤
は
親
交
の
あ
る
谷

川
の
問
題
意
識
を
共
有
し
、
現
代
に
お
け
る
「
の
は
ら
む
ら
」
と
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア

的
な
共
同
体
へ
と
誘
う
カ
タ
ロ
グ
を
提
供
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
シ
リ
ー
ズ

全
体
だ
け
で
は
な
く
細
部
に
お
い
て
も
カ
タ
ロ
グ
的
な
発
想
は
浸
透
し
て
い
る
。
例

え
ば
、
次
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

う
み
の

き
ら
き
ら
／
う
み
の

わ
は
は
は
／
う
み
の

す
べ
す
べ
／
う
み
の

し
み
じ
み
／
う
み
の

ざ
ん
ざ
か
／
う
み
の

わ
い
わ
い
／
…
…
／
そ
れ
を

ぜ
ん
ぶ

あ
つ
め
た
ら
／
い
る
か
の
か
た
ち
に

な
り
ま
し
た

（「
い
る
か
の
か
た
ち

い
る
か
ゆ
う
た
」
Ⅳ
）

「
い
き
も
の
た
ち
の

わ
ら
い
ご
え
と
／
ま
ぶ
し
い

ひ
か
り
を

ま
ぜ
る
と
／

な
な
い
ろ
の

に
じ
に

な
り
ま
す
」（「
に
じ
の

も
と

に
じ
ひ
め
こ
」
Ⅳ
）
と

類
想
だ
が
、
二
つ
の
も
の
を
混
ぜ
る
の
で
は
な
く
、
様
々
な
要
素
を
列
挙
し
て
「
い

る
か
の
か
た
ち
」
を
構
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
は
要
素
か
ら
共
通
性
や
全
体

性
を
、
量
的
に
で
は
な
く
質
的
に
類
推
す
る
提
喩
的
発
想
の
高
度
な
表
現
技
法
で
あ

り
、
カ
タ
ロ
グ
的
で
あ
り
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
的
で
あ
る
。
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
歌
か
ら

「
の
は
ら
む
ら
」
の
様
子
も
同
様
に
喚
起
さ
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。「
わ
」
で
は

四
季
そ
れ
ぞ
れ
の
地
図
を
挿
入
し
て
、
そ
の
喚
起
を
助
け
て
い
る
。
こ
う
し
た
提
喩

的
発
想
や
普
遍
的
思
考
を
通
じ
て
世
界
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
抽
象
化
や
概
念
化
と

い
っ
た
形
式
的
操
作
に
習
熟
し
て
い
く
十
四
、
五
歳
〜
二
十
四
、
五
歳
の
青
年
（
ア

ド
レ
ッ
セ
ン
ス
）
期
に
相
応
し
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
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『
の
は
ら
う
た
』
の
歌
た
ち
は
、
以
上
の
よ
う
な
統
合
に
支
え
ら
れ
て
子
ど
も
か

ら
大
人
に
至
る
ま
で
愛
読
を
可
能
に
す
る
。
具
体
的
操
作
期
の
子
ど
も
た
ち
は
言
葉

の
遊
戯
性
を
楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
形
式
的
操
作
期
に
さ
し
か
か
れ
ば
自
我
を
占
う

こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
ア
ド
レ
ッ
セ
ン
ス
期
ま
で
成
長
す
れ
ば
、
あ
る
い
は
大
人
に

な
っ
て
も
普
遍
性
を
模
索
す
る
契
機
に
な
る
。
他
に
も
検
討
す
べ
き
課
題
は
多
い
だ

ろ
う
が
、
こ
う
し
た
発
達
的
な
視
点
か
ら
見
え
た
特
徴
を
念
頭
に
、
配
当
学
年
を
見

定
め
な
が
ら
、
生
き
生
き
し
た
詩
に
触
れ
る
授
業
を
構
成
し
た
い
。
思
い
つ
く
だ
け

で
も
、い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
の
歌
を
模
倣
し
て
み
る
と
か
、主
人
公
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

を
各
巻
を
通
じ
て
追
跡
し
て
み
る
と
か
、
い
く
つ
か
の
歌
か
ら
交
流
の
物
語
を
構
成

し
て
み
る
と
か
、
自
分
た
ち
の
ク
ラ
ス
の
「
の
は
ら
う
た
」
を
作
っ
て
み
る
と
か
、

授
業
は
無
限
に
工
夫
で
き
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
そ
の
参
考
に
も
な
れ
ば

と
、
本
論
末
尾
に
歌
い
手
の
一
覧
表（
16
）を

付
し
て
お
い
た
。

注

（
1
）
工
藤
直
子
と
井
上
一
郎
の
対
談
「
創
作
の
回
廊
」（
井
上
一
郎
編
著
『
く
ど
う
な
お
こ
と
子

ど
も
た
ち
』
明
治
図
書
、
二
〇
〇
一
・
一
二
）

（
2
）
工
藤
直
子
「
二
十
年
目
の
「
の
は
ら
う
た
」」（『
の
は
ら
う
た

わ
っ
は
っ
は
』
童
話
屋
、

二
〇
〇
五
・
二
）
に
、「
二
十
年
の
あ
い
だ
に
、「
の
は
ら
み
ん
な
」
は
、
だ
ん
だ
ん
ふ
え

て
た
だ
い
ま
九
十
九
人
に
な
り
ま
し
た
。」
と
あ
る
。「
Ⅰ
」
〜
「
Ⅳ
」
と
「
わ
」
ま
で
の

歌
い
手
九
十
八
人
と
「
お
ー
い

お
お
す
ぎ
ご
ん
え
も
ん
」（
Ⅲ
）
の
中
に
登
場
す
る
「
ひ

の
き
か
ん
じ
ゅ
う
ろ
う
」
を
合
わ
せ
て
、
登
場
人
物
は
九
十
九
人
に
な
る
。「
Ⅴ
」
は
二
四

人
も
の
新
し
い
歌
い
手
を
登
場
さ
せ
、
そ
の
合
計
が
一
二
二
人
で
あ
る
。
ま
た
、「
み
ん
な

が
う
た
う
」（
Ⅰ
）
の
よ
う
に
同
じ
タ
イ
ト
ル
で
複
数
人
が
歌
っ
た
場
合
は
一
タ
イ
ト
ル
と

数
え
た
。

（
3
）
村
田
孝
次
『
児
童
心
理
学
入
門
』（
三
訂
版
、
培
風
館
、
一
九
九
〇
・
一
）
参
照
。

（
4
）
京
都
府
八
幡
小
学
校
二
年
生
の
授
業
記
録
「
詩
の
季
節
を
楽
し
も
う
」（
前
掲
（
1
）
の
『
く

ど
う
な
お
こ
と
子
ど
も
た
ち
』）

（
5
）
Ｅ
・
バ
ン
ヴ
ェ
ニ
ス
ト
「
動
詞
に
お
け
る
人
称
関
係
の
構
造
」（『
一
般
言
語
学
の
諸
問
題
』

み
す
ず
書
房
、
一
九
八
三
・
四
）

（
6
）
岡
本
夏
木
『
子
ど
も
と
こ
と
ば
』（
岩
波
新
書
、
一
九
八
二
・
一
）

（
7
）
前
掲
（
3
）

（
8
）
群
馬
県
富
士
見
村
立
時
澤
小
学
校
三
年
生
へ
の
「
オ
ー
サ
ー
・
ビ
ジ
ッ
ト
」（「
朝
日
新
聞
」

二
〇
〇
六
・
一
・
二
七
）

（
9
）
Ｊ
・
ラ
カ
ン
「〈
わ
た
し
〉
の
機
能
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
の
鏡
像
段
階
」（『
エ
ク
リ
』

Ⅰ
、
弘
文
堂
、
一
九
七
二
・
五
）

（
10
）
前
掲
（
4
）

（
11
）
河
合
隼
雄
「
解
説
」（『
工
藤
直
子
詩
集
』
ハ
ル
キ
文
庫
、
二
〇
〇
二
・
七
）

（
12
）
小
野
木
絵
美
「
工
藤
直
子
『
の
は
ら
う
た
』
の
研
究
―
の
は
ら
む
ら
の
仲
間
た
ち
―
」（
岐

阜
聖
徳
学
園
大
学
教
育
学
部
卒
業
論
文
、
二
〇
〇
六
・
一
）
を
参
照
し
、「
Ⅴ
」
も
対
象
に

補
訂
し
た
。

（
13
）
菊
田
茂
男
「
堀
辰
雄
の
文
芸
観
」（『
文
芸
研
究
』
第
一
四
集
、
一
九
五
三
・
九
）

（
14
）
谷
川
俊
太
郎
「
実
作
の
カ
タ
ロ
グ
」（
大
江
健
三
郎
他
編
『
叢
書
文
化
の
現
在
1

言
葉
と

世
界
』
一
九
八
一
・
三
、
岩
波
書
店
）

（
15
）
秋
山
さ
と
子
「
ブ
リ
コ
ラ
ー
ジ
ュ
・
詩
・
箱
庭
療
法
」（『
現
代
詩
手
帖
』
特
集
「
日
本
語

の
カ
タ
ロ
グ
」
思
潮
社
、
一
九
八
五
・
二
）

（
16
）
前
掲
（
12
）
巻
末
の
歌
い
手
の
一
覧
表
を
参
照
し
、「
Ⅴ
」
も
対
象
に
補
訂
し
た
。
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付
表
（『
の
は
ら
う
た
』
の
歌
い
手
の
一
覧
）Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

わ

Ⅴ

♂
Ｃ

か
ぜ
み
つ
る

○

○

○

○

♀
Ａ

う
さ
ぎ
ふ
た
ご

○

◎

○

○

○

○

♀
Ｂ

す
み
れ
ほ
の
か

○

○

○

○

♀
Ａ

こ
ぶ
な
よ
う
こ

○

○

○

♂
Ａ

ぐ
る
ー
ぷ
・
め
だ
か

○

○

○

○

○

♀
Ａ

あ
げ
は
ゆ
り
こ

○

○

○

○

○

♀
Ｃ

い
け
し
ず
こ

○

○

○

○

○

♂
Ａ

か
た
つ
む
り
で
ん
き
ち

○

○

○

○

○

♂
Ｂ

け
や
き
だ
い
さ
く

○

○

○

○

○

10
♂
Ａ

へ
び
い
ち
の
す
け

○

○

○

♂
Ａ

て
ん
と
う
む
し
ま
る

○

○

○

♂
Ａ

と
か
げ
り
ょ
う
い
ち

○

○

♂
Ａ

か
え
る
た
く
お

○

○

○

♂
Ａ

こ
う
し
た
ろ
う

○

○

○

○

♂
Ａ

こ
い
ぬ
け
ん
き
ち

○

○

○

○

○

○

♂
Ｂ

む
ぎ
れ
ん
ざ
ぶ
ろ
う

○

○

○

♀
Ａ

こ
ぶ
た
は
な
こ

○

○

○

○

○

○

♂
Ａ

も
ぐ
ら
た
け
し

○

○

○

○

♂
Ａ

か
ま
き
り
り
ゅ
う
じ

○

○

○

○

○

○

20
♂
Ａ

か
ぶ
と
て
つ
お

○

○

○

♂
Ａ

あ
ら
い
ぐ
ま
げ
ん

○

○

○

◎

○

♂
Ａ

あ
り
ん
こ
た
く
じ

◎

○

○

○

○

♂
Ｃ

わ
た
ぐ
も
ま
さ
る

○

○

○

○

♀
Ｃ

う
み
ひ
ろ
み

○

○

○

♂
Ａ

ふ
く
ろ
う
げ
ん
ぞ
う

◎

○

○

○

○

♂
Ｂ

た
け
や
ぶ
ま
も
る

○

♂
Ａ

み
み
ず
み
つ
お

○

○

○

○

○

○

♂
Ａ

い
な
ご
わ
た
る

○

♀
Ａ

あ
ひ
る
ひ
よ
こ

○

○

○

○

○

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

わ

Ⅴ

30
♂
Ａ

む
か
で
や
す
じ

○

○

♀
Ａ

こ
ね
こ
ま
り
こ

○

○

○

○

○

♂
Ｃ

お
が
わ
は
や
と

○

○

○

○

♀
Ｃ

に
じ
ひ
め
こ

○

○

○

○

○

○

♂
Ａ

か
ら
す
え
い
ぞ
う

○

○

○

○

○

○

♂
Ｂ

き
り
か
ぶ
さ
く
ぞ
う

○

○

○

♀
Ａ

み
の
む
し
せ
つ
こ

○

○

○

○

○

♂
Ａ

こ
ね
ず
み
し
ゅ
ん

○

◎

○

◎

○

○

♂
Ａ

こ
ざ
る
い
さ
む

○

○

○

○

♂
Ａ

さ
わ
が
に
よ
し
お

○

40
♀
Ｂ

の
ぎ
く
み
ち
こ

○

○

○

♂
Ａ

く
も
や
す
け

○

○

♀
Ａ

や
ま
ば
と
ひ
と
み

○

○

○

♂
Ａ

こ
お
ろ
ぎ
し
ん
さ
く

○

○

○

♀
Ｃ

つ
き
と
し
こ

○

○

○

○

♂
Ｂ

お
お
す
ぎ
ご
え
も
ん

○

○

○

○

♂
Ａ

こ
ぎ
つ
ね
し
ゅ
う
じ

○

○

○

○

♂
Ｂ

お
ち
ば
せ
い
い
ち

○

○

○

♀
Ａ

こ
ぐ
ま
き
ょ
う
こ

○

○

○

♂
Ａ

お
た
ま
じ
ゃ
く
し
わ
た
る

○

○

○

50
♀
Ｂ

た
ん
ぽ
ぽ
は
る
か

○

○

○

○

○

♀
Ａ

ほ
た
る
ま
ど
か

○

○

○

○

♂
Ａ

つ
ば
め
ひ
と
し

○

○

♂
Ｃ

あ
め
ひ
で
き

○

○

○

○

♂
Ａ

と
ん
ぼ
す
ぐ
る

○

○

○

○

♂
Ｂ

か
き
ゆ
う
ぞ
う

○

♀
Ａ

こ
り
す
す
み
え

○

○

○

○

○

♂
Ｃ

ゆ
う
ひ
お
さ
む

○

○

○

♀
Ｂ

つ
ゆ
く
さ
さ
や
か

○

○

○

○

♂
Ｃ

だ
い
ち
さ
く
の
す
け

○

○
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Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

わ

Ⅴ

60
♀
Ｃ

ほ
し
ま
す
み

○

○

○

♀
Ｃ

お
か
さ
ち
こ

○

○

○

♂
Ａ

こ
だ
ぬ
き
し
ん
ご

○

○

○

○

○

♀
Ｂ

の
ば
ら
め
ぐ
み

○

○

○

○

♂
Ａ

け
む
し
じ
ん
べ
え

○

○

○

♂
Ｃ

い
し
こ
ろ
か
ず
お

○

○

♂
Ｂ

こ
え
だ
か
く
た
ろ
う

○

○

○

♀
Ｃ

あ
め
つ
ぶ
じ
ゅ
ん
こ

○

○

♂
Ｃ

か
ぜ
の
こ
い
っ
ぺ
い

○

♂
Ａ

ど
じ
ょ
っ
こ
れ
ん

○

○

○

70
♂
Ａ

あ
な
ぐ
ま
こ
う
じ

○

○

♂
Ａ

と
ん
び
ま
さ
お

○

○

♂
Ａ

こ
や
ぎ
よ
う
た
ろ
う

○

○

○

♂
Ｃ

ゆ
う
や
け
さ
ん
た

○

○

♀
Ｂ

ひ
ま
わ
り
あ
け
み

○

○

♂
Ａ

お
け
ら
り
ょ
う
た

○

○

♂
Ｂ

つ
く
し
て
る
お

○

○

♂
Ａ

せ
み
す
す
む

○

○

♂
Ｂ

く
り
の
み
し
ょ
う
へ
い

○

♀
Ｂ

も
み
じ
く
み
こ

○

○

○

80
♀
Ｃ

こ
ゆ
き
き
よ
こ

○

○

♂
Ａ

い
の
し
し
ぶ
ん
た

○

○

◎

♂
Ａ

こ
ぐ
ま
じ
ろ
う

○

○

♂
Ｃ

か
げ
ろ
う
た
つ
の
す
け

○

○

♂
Ａ

に
わ
と
り
ぴ
ー
す
け

○

○

♂
Ａ

う
み
が
め
ま
ん
さ
く

○

○

♀
Ｃ

あ
さ
つ
ゆ
し
ず
か

○

○

○

♂
Ａ

く
じ
ら
い
さ
お

○

○

♂
Ａ

く
ら
げ
は
る
お

○

○

♂
Ａ

た
つ
の
こ
た
か
し

○

○

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

Ⅳ

わ

Ⅴ

90
♂
Ａ

さ
ん
ご
は
じ
め

○

♂
Ａ

い
る
か
ゆ
う
た

○

○

○

♀
Ｃ

つ
む
じ
か
ぜ
ま
い

○

♂
Ａ

ち
び
と
ら
ご
ん
ぞ
う

○

○

♂
Ｃ

こ
が
ら
し
か
ん
た

○

♀
Ｃ

こ
な
ゆ
き
み
ゆ
き

○

○

♀
Ａ

こ
ひ
つ
じ
あ
や

○

♀
Ａ

も
も
ん
が
も
も
こ

○

♂
Ａ

か
も
し
か
ゆ
た
か

○

♂
Ａ

だ
ん
ご
む
し
ご
ん

○

100
♀
Ａ

み
つ
ば
ち
み
よ
こ

○

♂
Ａ

あ
め
ん
ぼ
あ
き
ら

○

♀
Ｂ

の
い
ち
ご
さ
ほ

○

♂
Ｃ

あ
お
ぞ
ら
よ
し
あ
き

○

♂
Ａ

こ
う
の
と
り
け
い
た

○

♀
Ｂ

あ
さ
が
お
り
ょ
う
こ

○

♀
Ａ

ひ
ば
り
ゆ
う
こ

○

♂
Ｃ

に
ゅ
う
ど
う
ぐ
も
し
ん
た

○

♀
Ｂ

あ
じ
さ
い
み
き

○

♂
Ｂ

く
ぬ
ぎ
み
つ
ひ
こ

○

110
♂
Ａ

し
ゃ
く
と
り
む
し
べ
え

○

♀
Ｃ

あ
ま
の
が
わ
あ
ず
さ

○

♂
Ｃ

か
み
な
り
ご
ろ
う

○

♀
Ｃ

ゆ
う
だ
ち
み
な
こ

○

♂
Ａ

な
ま
ず
な
み
ざ
え
も
ん

○

♂
Ａ

ら
っ
こ
の
っ
こ

◎

♂
Ａ

お
お
わ
し
ひ
ろ
し

○

♂
Ｂ

す
す
き
ひ
ろ
お

○

♂
Ｃ

な
が
れ
ぼ
し
と
し
ひ
こ

○

♀
Ａ

す
ず
め
ち
ま
こ

○
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120
♂
Ａ

か
わ
う
そ
あ
つ
お

○

♂
Ａ

や
ま
ね
こ
し
ん
じ

○

♀
Ｂ

さ
ざ
ん
か
み
え
こ

○

〔
凡
例
〕
♂＝
男
性

♀＝

女
性

Ａ＝
動
物
（
魚
や
昆
虫
も
含
む
）

Ｂ＝

植
物

Ｃ＝

非
生
物

○＝

一
タ
イ
ト
ル
を
歌
う

◎＝

二
タ
イ
ト
ル
を
歌
う

〔
注
〕「
う
さ
ぎ
ふ
た
ご
」「
ぐ
る
ー
ぷ
・
め
だ
か
」「
む
ぎ
れ
ん
ざ
ぶ
ろ
う
」「
ど
じ
ょ
っ
こ
れ
ん
」

は
複
数
人
で
歌
う
が
、
男
女
の
判
断
は
中
心
的
な
歌
い
手
に
拠
っ
た
。
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