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を
塞
ぐ
箇
所
に
色
が
塗
ら
れ
て
い
る
。
も
う
一
つ
は
上
級
者
が
指
使
い
を
見
せ
て

教
え
る
方
法
で
あ
る
。
各
山
組
は
二
種
類
の
指
導
方
法
を
併
用
し
て
い
る
。
曲
の

覚
え
方
は
二
種
類
あ
る
。
春
日
山
・
高
砂
山
・
常
磐
山
は
楽
譜
を
見
つ
つ
旋
律
を

ド
レ
ミ
の
音
階
で
う
た
っ
て
曲
を
覚
え
さ
せ
る
が
、
諫
皷
山
・
鳳
凰
山
は
初
め
に

Ｃ
Ｄ
を
渡
し
て
覚
え
て
き
て
も
ら
う
。
し
か
し
、
小
さ
い
頃
か
ら
祭
り
を
見
て
い

た
り
、
長
浜
市
立
長
浜
小
学
校
で
は
リ
コ
ー
ダ
ー
で
シ
ャ
ギ
リ
（
「
神
楽
」
の
み
）

を
練
習
す
る
授
業
が
あ
る
た
め
、
多
く
の
子
ど
も
は
シ
ャ
ギ
リ
を
始
め
る
前
か
ら

す
で
に
曲
を
覚
え
て
い
る
。

山
組
独
自
の
曲
を
演
奏
す
る
山
組
で
も
、
基
本
的
に
シ
ャ
ギ
リ
を
習
い
始
め
る
と

笛
か
ら
練
習
さ
せ
る
。
月
宮
殿
と
萬
歳
樓
で
は
笛
が
上
手
く
吹
け
な
い
と
太
鼓
を

練
習
さ
せ
な
い
。
さ
ら
に
萬
歳
樓
で
は
太
鼓
を
習
得
し
て
か
ら
す
り
鉦
を
練
習
さ

せ
る
。
こ
れ
は
、
す
り
鉦
に
合
わ
せ
て
太
鼓
を
叩
き
、
太
鼓
に
合
わ
せ
て
笛
を
吹

く
た
め
、
す
り
鉦
は
太
鼓
と
笛
を
熟
知
し
て
い
な
い
と
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て

い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
山
組
は
囃
子
保
存
会
の
曲
を
演
奏
す
る
山
組
に
比

べ
習
得
す
る
楽
器
の
順
序
が
厳
し
く
決
め
ら
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

山
組
独
自
の
曲
を
演
奏
す
る
山
組
で
の
笛
の
指
導
は
口
伝
が
中
心
で
あ
る
。
萬
歳

樓
で
は
ま
ず
笛
を
持
た
さ
ず
、
う
た
っ
て
曲
を
覚
え
さ
せ
る
。
歌
を
う
た
う
こ
と

を
ク
チ
ョ
ウ
と
い
う
。
ク
チ
ョ
ウ
は
「
チ
・
リ
・
ヒ
・
ユ
・
兵
（
ヒ
ョ
）・
ヒ
ャ
・
フ
・
ラ
・

ウ
・
ヲ
」
で
表
現
さ
れ
る
。
ク
チ
ョ
ウ
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
、
笛
を
持
た
せ

て
指
使
い
だ
け
練
習
さ
せ
る
。
そ
れ
が
で
き
て
か
ら
笛
を
吹
か
せ
る
。
笛
が
吹
け

る
よ
う
に
な
っ
て
も
ク
チ
ョ
ウ
は
さ
せ
続
け
る
。
フ
チ
ョ
ウ
と
よ
ば
れ
る
、
ク
チ
ョ

ウ
で
う
た
う
文
字
と
運
指
表
が
書
か
れ
た
楽
譜
が
あ
り
、
指
導
に
は
こ
れ
も
用
い

る
。
萬
歳
樓
の
指
導
方
法
は
、
昭
和
三
〇
年
代
初
頭
に
萬
歳
樓
の
若
い
衆
が
高
砂

山
の
若
い
衆
と
共
に
シ
ャ
ギ
リ
を
教
わ
り
に
い
っ
た
四
ツ
塚
で
の
指
導
方
法
を
踏

シ
ャ
ギ
リ
の
指
導
方
法
と
伝
承
母
体
の
変
化
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① 

シ
ャ
ギ
リ
の
指
導
方
法

シ
ャ
ギ
リ
の
指
導
方
法
は
山
組
に
よ
っ
て
異
な
る
点
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
各
山
組

の
指
導
方
法
の
差
異
と
指
導
方
法
の
変
化
に
つ
い
て
見
て
い
く
。

(1)
指
導
方
法
の
概
要

指
導
方
法
は
、
囃
子
保
存
会
の
曲
を
演
奏
す
る
山
組
（
春
日
山
（
本
町
組
）
・
青

海
山
（
北
町
組
）
・
諫
皷
山
（
御
堂
前
組
）
・
高
砂
山
（
宮
町
組
）
・
常
磐
山
（
呉
服

町
組
）・
翁
山
（
伊
部
町
組
）・
鳳
凰
山
（
祝
町
組
）・
壽
山
（
大
手
町
組
）・
孔
雀
山
（
神

戸
町
組
）
）
と
、
山
組
独
自
の
曲
を
演
奏
す
る
山
組
（
月
宮
殿
（
田
町
組
）・
猩
々
丸
（
船

町
組
）
・
萬
歳
樓
（
瀬
田
町
組
）
）
と
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
。
基
本
的
に
囃
子
保

存
会
の
曲
を
演
奏
す
る
山
組
は
楽
譜
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
り
、
山
組
独
自
の
曲

を
演
奏
す
る
山
組
は
口
伝
を
重
視
す
る
傾
向
が
あ
る
。

囃
子
保
存
会
の
曲
を
演
奏
す
る
山
組
で
は
、
シ
ャ
ギ
リ
を
習
い
始
め
る
と
笛
か
ら

練
習
さ
せ
る
。
し
か
し
近
年
は
少
子
化
に
よ
っ
て
子
ど
も
の
確
保
が
難
し
く
な
っ

て
い
る
た
め
、
シ
ャ
ギ
リ
の
開
始
年
齢
を
引
き
下
げ
て
お
り
、
手
が
小
さ
く
て
笛

の
穴
を
塞
げ
な
か
っ
た
り
、
肺
活
量
が
足
ら
ず
笛
を
吹
け
な
か
っ
た
り
す
る
子
が

出
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
鳳
凰
山
や
壽
山
な
ど
で
は
笛
が
吹
け
な
い
小
さ
い
子
ど

も
に
す
り
鉦
を
さ
せ
て
い
る
。

笛
の
指
導
は
、
ま
ず
笛
の
持
ち
方
・
息
の
入
れ
方
と
い
っ
た
吹
き
方
の
指
導
を
す

る
。
そ
の
後
は
音
が
完
全
に
出
な
く
て
も
、
曲
の
練
習
に
合
わ
せ
て
指
の
使
い
方

を
指
導
す
る
。
指
の
使
い
方
の
指
導
方
法
は
二
種
類
あ
り
、
一
つ
は
囃
子
保
存
会

の
楽
譜
に
書
か
れ
た
運
指
表
で
覚
え
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
。
運
指
表
に
は
笛
の
穴
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な
っ
た
う
え
に
、
楽
譜
を
見
て
す
ぐ
に
旋
律
が
わ
か
る
た
め
曲
の
習
得
が
速
く
な
っ

た
。
さ
ら
に
祭
り
の
際
、
ほ
か
の
山
組
か
ら
囃
子
方
の
応
援
を
し
て
も
ら
う
こ
と

が
容
易
に
な
っ
て
い
る
。
出
番
山
の
山
組
は
、
男
子
を
役
者
に
、
若
い
衆
は
狂
言

の
運
営
に
人
員
を
割
か
れ
る
た
め
囃
子
方
が
不
足
す
る
。
し
か
し
、
曳
山
は
シ
ャ

ギ
リ
が
始
ま
ら
な
け
れ
ば
動
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
さ
れ
て
い
る
う
え
に
、
「
出

笛
」
が
吹
か
れ
な
け
れ
ば
狂
言
を
始
め
ら
れ
な
い
。
山
組
に
と
っ
て
ほ
か
の
山
組

か
ら
の
囃
子
方
の
応
援
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

し
か
し
五
線
譜
化
し
た
こ
と
に
よ
る
問
題
点
も
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
没
個
性
が
挙

げ
ら
れ
る
。
青
海
山
の
年
配
者
に
よ
る
と
、
昔
の
シ
ャ
ギ
リ
は
音
色
や
旋
律
は
バ

ラ
バ
ラ
だ
っ
た
が
、
現
在
の
シ
ャ
ギ
リ
は
整
い
過
ぎ
て
、
面
白
み
が
な
く
飽
き
る

と
い
う
。
つ
ま
り
旋
律
の
規
準
が
明
確
に
な
っ
た
た
め
に
、
旋
律
の
振
れ
幅
が
狭

く
な
り
遊
び
の
部
分
が
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
譜
面
ど
お
り
に
演
奏

す
る
こ
と
が
正
し
い
演
奏
だ
と
い
う
意
識
に
な
っ
た
と
い
え
る
。
ま
た
、
鳳
凰
山

の
中
老
に
よ
る
と
、
譜
面
だ
け
だ
と
「
べ
た
べ
た
」
し
た
音
に
な
る
と
い
う
。
つ

ま
り
曲
調
が
平
坦
で
、
曲
の
表
情
が
乏
し
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

シ
ャ
ギ
リ
を
五
線
譜
化
し
た
こ
と
で
、
シ
ャ
ギ
リ
の
旋
律
は
統
一
化
さ
れ
時
代
に

よ
る
変
化
も
な
く
な
っ
た
が
、
祭
り
を
す
る
人
は
必
ず
し
も
統
一
さ
れ
た
音
色
を

求
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

(3)
山
組
の
独
自
性　

一
方
で
山
組
の
独
自
性
を
強
め
る
指
導
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
楽
譜
に
頼
る

の
で
は
な
く
、
個
人
で
音
色
や
曲
調
を
探
求
さ
せ
る
と
い
っ
た
指
導
方
法
を
採
っ

て
い
る
山
組
が
あ
る
。
青
海
山
で
は
、
前
述
の
よ
う
な
年
配
者
の
意
見
を
受
け
て
、

笛
は
あ
く
ま
で
自
分
が
吹
く
音
を
尊
重
し
、
独
自
流
を
貫
く
よ
う
指
導
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
「
正
し
い
」
と
さ
れ
る
吹
き
方
や
音
色
を
と
く
に
指
導
し
て
い
な
い
。

襲
し
て
い
る
。
月
宮
殿
で
は
楽
譜
は
全
く
使
わ
ず
、
口
伝
と
指
使
い
の
真
似
を
さ

せ
て
指
導
す
る
。
指
使
い
の
真
似
は
子
ど
も
が
指
導
者
の
後
ろ
に
座
り
、
肩
越
し

に
指
を
見
て
覚
え
る
。
猩
々
丸
で
は
三
〇
年
前
ま
で
は
口
伝
で
指
導
し
て
い
た
が
、

現
在
は
五
線
譜
の
楽
譜
を
用
い
て
練
習
し
て
い
る
。
指
導
方
法
は
囃
子
保
存
会
の

曲
を
演
奏
す
る
山
組
と
ほ
ぼ
変
わ
ら
な
い
。

(2)
楽
譜
の
利
点
と
問
題
点

現
在
シ
ャ
ギ
リ
の
伝
承
に
は
五
線
譜
化
し
た
楽
譜
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
シ
ャ
ギ
リ
の
五
線
譜
化
に
と
も
な
う
利
点
と
問
題
点
を
見
て
い
く
。

囃
子
保
存
会
の
二
代
目
会
長
Ｓ
氏
に
よ
っ
て
萬
歳
樓
を
除
く
山
組
の
シ
ャ
ギ
リ
は

五
線
譜
化
さ
れ
た
。
囃
子
保
存
会
発
足
後
、
Ｓ
氏
が
五
線
譜
化
し
た
四
ツ
塚
の
シ
ャ

ギ
リ
を
、
シ
ャ
ギ
リ
を
伝
承
し
て
い
な
か
っ
た
山
組
に
教
え
た
。
さ
ら
に
、
独
自

に
シ
ャ
ギ
リ
を
伝
承
し
て
い
た
月
宮
殿
と
猩
々
丸
と
青
海
山
の
シ
ャ
ギ
リ
も
五
線

譜
の
楽
譜
に
書
き
起
こ
し
た
。
し
か
し
月
宮
殿
は
Ｓ
氏
が
作
成
し
た
五
線
譜
を
現

在
使
用
し
て
い
な
い
。

シ
ャ
ギ
リ
を
五
線
譜
化
し
た
こ
と
に
よ
る
利
点
に
、
①
普
及
し
や
す
く
な
っ
た
、

②
曲
の
習
得
が
速
く
な
っ
た
、
③
旋
律
の
差
異
が
な
い
た
め
異
な
る
山
組
と
一
緒

に
演
奏
し
た
り
、
異
な
る
山
組
と
の
間
で
囃
子
方
を
融
通
し
や
す
く
な
っ
た
こ
と

な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。

シ
ャ
ギ
リ
を
習
う
人
は
五
線
譜
化
し
て
い
な
い
楽
譜
、
た
と
え
ば
「
ウ
・
ヒ
ョ
・
ロ
」

表
記
の
楽
譜
な
ど
で
は
音
の
高
低
や
長
さ
・
大
小
が
分
か
ら
な
い
た
め
、
結
局
指

導
者
か
ら
口
伝
で
旋
律
を
教
わ
っ
て
初
め
て
曲
が
理
解
で
き
る
。
し
か
も
口
伝
で

は
指
導
者
に
よ
っ
て
微
妙
な
差
異
が
生
じ
て
し
ま
い
、
時
代
を
経
る
う
ち
に
曲
が

変
わ
っ
て
し
ま
う
。

シ
ャ
ギ
リ
を
五
線
譜
化
し
た
こ
と
に
よ
り
指
導
者
に
よ
る
旋
律
の
差
異
が
な
く
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持
ち
方
は
昭
和
五
〇
年
代
初
頭
に
囃
子
保
存
会
が
山
組
に
指
導
し
た
持
ち
方
で
あ

る
。
こ
の
違
い
が
生
じ
た
要
因
の
一
つ
に
、
小
さ
い
子
が
三
本
の
指
で
す
り
鉦
を

持
て
な
い
た
め
五
本
指
で
持
た
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
背
景

に
は
少
子
化
に
よ
る
囃
子
方
の
減
少
に
よ
り
加
入
年
齢
を
引
き
下
げ
て
い
る
組
織

形
態
の
変
化
が
あ
る
。
ほ
か
に
も
音
色
の
好
み
に
よ
っ
て
持
ち
方
を
変
え
て
い
る

こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
萬
歳
樓
で
は
五
本
指
と
掌
で
す
り
鉦
を
し
っ
か
り
握
っ
て

音
を
響
か
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
ほ
か
の
山
組
の
す
り
鉦
の
音
色
や
叩
き
方

を
参
考
に
し
て
、
演
奏
方
法
を
少
し
ず
つ
変
え
て
い
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
同
じ
曲
を
吹
い
て
い
て
も
少
し
ず
つ
旋
律
や
テ
ン
ポ
が
異
な
っ
て
く

る
た
め
、
祭
り
前
に
は
応
援
に
来
る
山
組
と
一
緒
に
練
習
を
し
て
旋
律
や
テ
ン
ポ

を
調
整
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
諫
皷
山
は
出
番
山
の
と
き
は
、
応
援
に
来
る
鳳

凰
山
の
囃
子
方
と
祭
り
前
に
二
、
三
回
合
同
で
練
習
し
て
お
互
い
の
吹
き
方
を
馴
染

ま
せ
て
い
る
。

(4)
指
導
方
法
の
変
化

指
導
方
法
に
変
化
を
及
ぼ
す
要
因
と
し
て
、
指
導
者
と
子
ど
も
の
人
数
の
関
係
が

挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
子
ど
も
の
数
に
対
し
て
指
導
者
が
多
け
れ
ば
、
指
導

者
は
個
人
に
対
し
て
丁
寧
に
指
導
す
る
。
常
磐
山
は
二
、
三
〇
年
前
、
指
導
者
が
三

人
に
対
し
て
子
ど
も
が
五
人
だ
っ
た
時
期
が
あ
っ
た
。
子
ど
も
の
人
数
に
対
し
て

指
導
者
の
人
数
が
多
か
っ
た
た
め
、
個
人
指
導
が
あ
り
厳
し
か
っ
た
と
い
う
。
現

在
は
町
外
か
ら
子
ど
も
の
加
入
を
認
め
る
よ
う
に
な
り
、
指
導
者
が
三
人
に
対
し

て
子
ど
も
が
二
〇
人
以
上
に
な
る
こ
と
が
あ
る
。
子
ど
も
の
人
数
に
対
し
て
指
導

者
が
少
な
い
た
め
、
個
人
指
導
は
初
心
者
に
す
る
く
ら
い
で
わ
ず
か
で
あ
る
。
演

奏
の
注
意
も
個
人
に
対
し
て
よ
り
も
、
全
体
に
対
す
る
も
の
が
多
い
。

萬
歳
樓
は
指
導
者
の
増
加
と
子
ど
も
の
減
少
に
よ
り
個
人
指
導
を
充
実
さ
せ
ら

ま
た
、
鳳
凰
山
で
は
楽
譜
に
頼
り
す
ぎ
な
い
た
め
に
、
あ
る
程
度
曲
を
覚
え
る
と

楽
譜
を
見
な
い
よ
う
に
し
て
、
音
を
聴
い
て
覚
え
る
よ
う
に
指
導
し
て
い
る
。
指

導
す
る
と
き
も
「
琵
琶
湖
の
波
の
よ
う
に
」
な
ど
雰
囲
気
だ
け
を
伝
え
、
あ
と
は
個
々

で
想
像
さ
せ
る
よ
う
に
す
る
。
ほ
か
に
も
山
組
だ
け
で
演
奏
す
る
場
合
は
独
自
性

を
出
し
て
も
よ
い
と
す
る
山
組
も
あ
る
。
翁
山
で
は
、
翁
山
だ
け
で
演
奏
す
る
と

き
は
「
御
遣
り
」
に
独
自
の
装
飾
音
を
入
れ
て
も
構
わ
な
い
と
し
て
い
る
。
ま
た
、

狂
言
が
始
ま
る
前
に
独
奏
す
る
「
出
笛
」
の
吹
き
方
は
個
人
に
委
ね
る
と
す
る
山

組
は
多
い
。
楽
譜
ど
お
り
に
吹
く
人
も
い
れ
ば
、
テ
ン
ポ
を
変
え
た
り
、
ア
レ
ン

ジ
を
加
え
た
り
す
る
人
も
い
る
。
月
宮
殿
で
は
「
出
笛
」
の
装
飾
音
は
と
く
に
教

え
て
い
な
い
。
個
人
の
技
量
に
応
じ
ア
レ
ン
ジ
を
し
て
演
奏
す
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
毎
回
同
じ
よ
う
な
旋
律
に
は
な
ら
な
い
。

意
図
せ
ず
に
山
組
の
独
自
性
が
生
じ
る
こ
と
が
あ
る
。
常
磐
山
と
壽
山
は

二
〇
〇
五
年
ま
で
合
同
で
練
習
し
て
い
た
が
、
現
在
は
分
か
れ
て
練
習
し
て
い
る
。

分
か
れ
て
か
ら
常
磐
山
の
シ
ャ
ギ
リ
の
テ
ン
ポ
が
早
く
な
っ
た
。
太
鼓
を
担
当
し

て
い
る
子
ど
も
が
早
く
練
習
を
終
え
て
遊
び
た
が
る
た
め
、
太
鼓
の
ス
ピ
ー
ド
が

速
ま
っ
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
。
月
宮
殿
も
、
太
鼓
の
担
当
が
自
分
の
未
熟
さ
を

ご
ま
か
す
た
め
に
早
く
終
わ
ら
せ
よ
う
と
し
て
し
ま
い
、
以
前
よ
り
テ
ン
ポ
が
速

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
メ
ト
ロ
ノ
ー
ム
を
使
っ
て
練
習
す
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、

個
人
的
な
事
情
で
テ
ン
ポ
が
変
わ
り
や
す
い
と
い
え
る
。
と
く
に
太
鼓
は
全
体
を

リ
ー
ド
す
る
た
め
影
響
が
大
き
い
。

ほ
か
に
す
り
鉦
の
叩
き
方
も
山
組
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
。
五
年
余
り
前
ま
で

一
緒
に
練
習
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
常
磐
山
と
壽
山
と
で
は
す
り
鉦
の
持
ち

方
が
異
な
る
。
常
磐
山
で
は
五
本
の
指
で
す
り
鉦
の
縁
を
持
ち
、
壽
山
は
中
指
と

薬
指
を
折
り
曲
げ
、
ほ
か
の
三
本
の
指
で
す
り
鉦
の
縁
を
持
つ
。
ち
な
み
壽
山
の
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後
の
ど
ち
ら
か
一
回
の
み
と
す
る
山
組
が
多
い
。
た
だ
し
「
起
し
太
鼓
」
は
、
囃

子
保
存
会
が
で
き
る
以
前
か
ら
各
山
組
で
伝
承
さ
れ
て
お
り
、
囃
子
保
存
会
の
指

導
外
だ
っ
た
た
め
、
普
段
の
練
習
で
「
起
し
太
鼓
」
を
す
る
か
否
か
、
ま
た
い
つ

練
習
す
る
か
は
山
組
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
る
。

② 

礼
儀
作
法

練
習
中
に
意
識
的
に
礼
儀
作
法
を
指
導
す
る
山
組
は
少
な
い
。
挨
拶
の
声
が
小
さ

い
子
や
、
練
習
中
に
足
を
崩
す
子
や
遊
び
出
す
子
な
ど
も
い
る
が
、
そ
れ
ら
に
対

し
て
指
導
者
が
注
意
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
こ
れ
は
狂
言
の
稽
古
と
大
き

く
異
な
る
点
で
あ
る
。
練
習
中
も
子
ど
も
同
士
や
指
導
者
と
雑
談
を
す
る
。
こ
の

ゆ
る
や
か
さ
が
シ
ャ
ギ
リ
の
練
習
の
特
徴
と
い
え
る
。

礼
儀
作
法
を
意
識
的
に
指
導
す
る
山
組
も
少
な
い
な
が
ら
あ
る
。
萬
歳
樓
で
は
子

ど
も
に
靴
を
揃
え
さ
せ
た
り
、
稽
古
中
に
正
座
を
さ
せ
続
け
た
り
す
る
。
挨
拶
の

声
が
小
さ
け
れ
ば
再
度
挨
拶
さ
せ
る
こ
と
も
あ
る
。
注
意
し
た
こ
と
が
で
き
る
ま

で
何
回
も
注
意
し
続
け
る
た
め
、
泣
か
す
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。
ま
た
祭
り
で
亭

に
上
げ
る
子
は
上
手
い
下
手
で
は
な
く
普
段
の
練
習
の
姿
勢
で
決
め
て
い
る
。

③ 

楽
し
ま
せ
る
工
夫

子
ど
も
に
練
習
を
楽
し
ま
せ
る
工
夫
を
し
て
い
る
山
組
は
多
い
。
諫
皷
山
で
は
、

あ
る
中
老
が
、
頼
ん
で
き
た
子
ど
も
の
笛
を
合
成
漆
で
赤
く
塗
っ
て
い
る
。
囃
子

方
は
、
祭
り
の
時
に
一
時
間
以
上
吹
き
続
け
る
こ
と
も
あ
り
精
神
的
に
も
肉
体
的

に
も
大
変
な
役
割
だ
が
、
必
ず
し
も
表
舞
台
に
立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
中
老
は
子

ど
も
に
シ
ャ
ギ
リ
を
嫌
い
に
な
っ
て
ほ
し
く
な
い
と
い
う
願
い
か
ら
笛
に
色
を
塗

る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
、
赤
は
諫
皷
山
の
囃
子
方
の
法
被
に
も
用
い
ら
れ
る
色
で
、

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
現
在
は
子
ど
も
時
代
に
シ
ャ
ギ
リ
を
習
っ
た
若
い
衆
が
多

く
な
り
、
四
人
の
役
員
以
外
の
若
い
衆
や
高
校
生
が
毎
回
数
人
練
習
に
参
加
す
る
。

役
員
以
外
の
若
い
衆
や
高
校
生
を
指
導
役
に
当
た
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、

個
人
指
導
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
萬
歳
樓
は
毎
回
子
ど
も
一
人
ひ

と
り
の
進
度
を
見
る
試
験
を
し
て
、
そ
の
後
、
進
度
に
合
わ
せ
た
個
別
指
導
を
し

て
い
る
。
こ
の
と
き
に
役
員
以
外
の
若
手
の
若
い
衆
や
高
校
生
が
子
ど
も
に
マ
ン

ツ
ー
マ
ン
で
指
導
し
て
い
る
。
教
え
る
こ
と
で
指
導
役
に
当
た
っ
た
若
い
衆
や
高

校
生
も
シ
ャ
ギ
リ
を
覚
え
る
し
、
指
導
者
的
立
場
に
な
っ
た
と
き
に
経
験
が
活
か

さ
れ
る
と
い
う
。
し
か
し
、
三
〇
年
前
は
指
導
者
が
二
人
だ
け
だ
っ
た
た
め
進
度

に
合
わ
せ
た
個
別
指
導
は
で
き
な
か
っ
た
。

ほ
か
に
、
指
導
方
法
が
丁
寧
に
な
っ
た
と
い
う
山
組
も
あ
る
。
萬
歳
樓
で
は
、

三
〇
年
前
若
い
衆
が
酒
を
飲
ん
だ
り
喫
煙
を
し
た
り
し
な
が
ら
指
導
し
て
い
た
。

若
い
衆
が
茶
碗
を
叩
い
て
「
こ
の
音
を
だ
せ
！
」
と
言
っ
た
り
し
た
。
子
ど
も
の

送
り
迎
え
も
無
か
っ
た
。
現
在
は
酒
も
タ
バ
コ
も
禁
止
し
て
い
る
。

ま
た
、
指
導
方
法
は
指
導
者
に
よ
っ
て
変
わ
る
こ
と
も
あ
る
。
萬
歳
樓
は
囃
子
方

の
指
導
者
が
シ
ャ
ギ
リ
の
習
得
が
遅
い
子
ど
も
の
た
め
に
フ
チ
ョ
ウ
（
楽
譜
）
に

笛
の
穴
を
押
さ
え
る
場
所
を
記
し
た
図
を
つ
け
た
。
こ
の
特
製
の
フ
チ
ョ
ウ
が
評

判
に
な
り
、
ほ
か
の
子
ど
も
も
使
う
よ
う
に
な
り
、
現
在
で
は
全
員
が
こ
の
フ
チ
ョ

ウ
を
使
っ
て
い
る
。

一
方
で
、
変
化
し
て
い
な
い
部
分
も
あ
る
。
囃
子
保
存
会
の
曲
を
演
奏
す
る
山
組

は
、
練
習
す
る
曲
の
順
番
や
休
憩
の
入
れ
方
が
ほ
ぼ
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
は
囃

子
保
存
会
に
加
入
当
初
、
保
存
会
か
ら
指
導
さ
れ
た
練
習
方
法
を
踏
襲
し
て
い
る

た
め
で
あ
る
。
基
本
的
に
「
御
遣
り
」
・
「
神
楽
」
・
「
戻
り
山
」
・
「
奉
演
間
」
を
練

習
し
て
休
憩
を
挟
み
、
再
び
同
じ
順
序
で
練
習
す
る
。
「
奉
演
間
」
は
休
憩
の
前
か
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伝
承
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
練
習
し
て
い
る
と
い
う
意
識
で
は
な
く
、
単
に

練
習
中
に
友
達
と
遊
べ
る
こ
と
が
楽
し
み
で
シ
ャ
ギ
リ
の
稽
古
に
来
て
お
り
、
そ

れ
が
結
果
と
し
て
継
続
的
な
伝
承
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

④ 

伝
承
母
体
と
指
導
者

シ
ャ
ギ
リ
を
伝
承
す
る
母
体
は
山
組
で
組
織
さ
れ
た
囃
子
方
・
囃
子
連
中
・
囃
子

部
な
ど
と
い
わ
れ
る
集
団
と
、
各
山
組
の
囃
子
方
を
統
括
・
調
整
す
る
機
能
を
持

つ
囃
子
保
存
会
で
あ
る
。
各
山
組
の
伝
承
母
体
を
こ
こ
で
は
総
称
し
て
囃
子
方
と

す
る
。

萬
歳
樓
以
外
の
囃
子
方
は
若
い
衆
に
属
し
、
若
い
衆
が
中
心
に
な
っ
て
指
導
を
担

当
す
る
。
萬
歳
樓
は
若
い
衆
や
中
老
か
ら
独
立
し
て
囃
子
方
が
組
織
さ
れ
て
お
り
、

囃
子
方
独
自
の
規
約
を
作
っ
た
り
会
計
を
し
て
い
る
が
、
指
導
者
は
若
い
衆
の
み

か
ら
選
出
さ
れ
て
い
る
。

囃
子
方
の
指
導
や
事
務
な
ど
を
お
こ
な
う
担
当
者
は
若
い
衆
の
な
か
で
決
め
て
い

る
１

。
し
か
し
、
ほ
と
ん
ど
の
山
組
で
担
当
者
以
外
の
人
も
自
主
的
に
指
導
に
あ
た
っ

て
い
る
。
担
当
者
以
外
で
指
導
に
あ
た
っ
て
い
る
人
は
若
い
衆
以
外
に
、
中
老
や

高
校
生
・
町
内
在
住
の
女
性
が
い
る
。
指
導
者
の
多
様
化
・
増
加
は
、
昭
和
四
九

年
か
ら
囃
子
保
存
会
が
子
ど
も
に
指
導
し
始
め
た
こ
と
や
、
昭
和
五
〇
年
代
後
半

以
降
シ
ャ
ギ
リ
の
門
戸
を
女
性
に
も
広
げ
た
こ
と
に
よ
り
、
山
組
内
に
お
い
て
シ
ャ

ギ
リ
の
で
き
る
人
材
が
増
加
し
た
こ
と
が
要
因
で
あ
る
。

若
い
衆
で
選
出
さ
れ
る
シ
ャ
ギ
リ
の
担
当
者
に
は
、
山
組
外
の
出
身
者
が
な
る
こ

と
が
多
く
見
ら
れ
る
。
諫
皷
山
・
鳳
凰
山
・
常
磐
山
で
は
山
組
外
出
身
者
が
担
当

と
な
っ
て
い
た
。
ま
た
、
萬
歳
樓
の
あ
る
役
員
は
山
組
出
身
だ
が
、
親
が
よ
そ
か

ら
引
っ
越
し
て
き
た
た
め
、
子
ど
も
の
こ
ろ
は
生
粋
の
山
組
出
身
者
に
遠
慮
し
て

同
じ
色
の
笛
を
持
つ
こ
と
で
団
結
力
が
増
す
効
果
が
あ
る
と
い
え
る
。

シ
ャ
ギ
リ
の
休
憩
時
や
練
習
後
に
お
菓
子
や
お
も
ち
ゃ
な
ど
を
渡
す
山
組
も
あ

る
。
毎
回
渡
す
山
組
と
一
年
に
一
度
渡
す
山
組
、
シ
ャ
ギ
リ
の
試
験
に
合
格
し
た

と
き
だ
け
渡
す
山
組
が
あ
る
。
お
菓
子
や
お
も
ち
ゃ
の
費
用
は
各
山
組
が
負
担
す

る
。
壽
山
や
猩
々
丸
・
常
磐
山
な
ど
は
練
習
後
に
毎
回
お
菓
子
を
配
っ
て
い
る
。

翁
山
で
は
年
末
に
図
書
カ
ー
ド
を
配
っ
て
い
る
。
萬
歳
樓
は
練
習
中
の
試
験
で
合

格
し
た
子
ど
も
に
く
じ
引
き
を
さ
せ
て
ス
ー
パ
ー
ボ
ー
ル
を
あ
げ
て
い
る
。

ま
た
、
休
憩
時
間
は
子
ど
も
に
と
っ
て
練
習
に
来
る
楽
し
み
の
一
つ
で
あ
る
。
翁

山
で
は
現
在
休
憩
中
に
ト
ラ
ン
プ
を
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
三
〇
年
前
は
ピ
ン
ボ
ー

ル
を
持
っ
て
き
て
笛
を
バ
ッ
ト
代
わ
り
に
し
て
野
球
を
し
て
い
た
。
壽
山
の
筆
頭

は
、
た
と
え
上
手
く
吹
け
な
く
て
も
小
さ
い
頃
か
ら
遊
び
に
き
て
楽
し
い
雰
囲
気

を
味
わ
っ
て
も
ら
い
た
い
と
い
う
。
ほ
か
に
鳳
凰
山
で
は
花
札
を
し
た
り
、
萬
歳

樓
で
は
子
ど
も
が
若
い
衆
に
じ
ゃ
れ
た
り
、
「
別
嬪
」
を
一
緒
に
吹
い
た
り
し
て
遊

ぶ
。
春
日
山
や
諫
皷
山
な
ど
で
も
若
い
衆
と
子
ど
も
が
一
緒
に
遊
ん
だ
り
雑
談
を

す
る
。
現
在
は
町
外
か
ら
も
囃
子
方
の
参
加
を
募
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
、
子
ど

も
会
や
学
校
が
異
な
る
子
ど
も
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
。
シ
ャ
ギ
リ
の
練
習
の

と
き
に
し
か
会
え
な
い
友
人
も
お
り
、
休
憩
時
間
は
な
か
な
か
会
え
な
い
友
人
と

遊
べ
る
貴
重
な
時
間
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
大
人
や
中
高
生
な
ど
異
な
る
年
齢

の
人
と
遊
べ
る
こ
と
は
シ
ャ
ギ
リ
に
お
け
る
遊
び
の
特
徴
で
あ
る
。

ほ
か
に
練
習
以
外
の
時
間
に
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
す
る
山
組
も
あ
る
。
萬
歳
樓

は
夏
に
夜
市
と
い
っ
て
屋
台
を
出
し
た
り
、
キ
ャ
ン
プ
な
ど
を
し
た
り
す
る
。
高

砂
山
は
地
蔵
盆
や
ク
リ
ス
マ
ス
会
な
ど
を
催
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
楽
器
の
装
飾
や
練
習
中
練
習
以
外
で
の
遊
び
な
ど
が
結
果
と
し
て
シ
ャ

ギ
リ
を
続
け
ら
れ
る
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
伝
統
行
事
で
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シ
ャ
ギ
リ
に
入
れ
な
か
っ
た
。
自
分
の
子
ど
も
が
シ
ャ
ギ
リ
を
習
う
よ
う
に
な
っ

て
、
同
じ
趣
味
が
欲
し
く
て
シ
ャ
ギ
リ
を
始
め
た
。

指
導
者
だ
け
で
な
く
子
ど
も
も
山
組
外
か
ら
の
加
入
を
許
可
し
て
い
る
。
山
組
の

子
で
あ
っ
て
も
別
の
山
組
の
シ
ャ
ギ
リ
に
参
加
す
る
場
合
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
に

山
組
に
お
い
て
囃
子
方
は
比
較
的
外
部
に
開
か
れ
た
部
分
で
あ
る
と
い
え
る
。
壽

山
の
若
い
衆
は
「
狂
言
に
比
べ
て
シ
ャ
ギ
リ
は
オ
ー
プ
ン
」
と
い
う
。

他
方
、
組
織
の
安
定
化
も
進
め
ら
れ
て
い
る
。
青
海
山
で
は
平
成
二
〇
年
頃
に
囃

子
部
が
組
織
さ
れ
た
。
そ
れ
ま
で
は
と
く
に
指
導
す
る
人
を
決
め
て
い
な
か
っ
た
。

ま
た
壽
山
で
は
二
〇
〇
五
年
以
降
若
い
衆
の
中
に
囃
子
方
と
い
う
役
職
を
設
け
て

シ
ャ
ギ
リ
の
指
導
や
事
務
を
お
こ
な
う
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
ま
で
、
少
子
化
や
若
い
衆
の
減
少
に
よ
り
シ
ャ
ギ
リ
の
伝
承
の
維
持
が
難
し

く
な
っ
た
山
組
も
あ
っ
た
が

２

、
女
性
の
参
入
や
シ
ャ
ギ
リ
が
で
き
る
若
い
衆
の
増

加
な
ど
に
よ
り
再
び
安
定
し
た
伝
承
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。

し
か
し
そ
の
背
景
に
は
小
さ
い
子
ど
も
に
合
わ
せ
た
指
導
方
法
へ
の
変
更
や
、
女

性
や
山
組
外
出
身
者
に
よ
る
指
導
者
の
増
加
な
ど
の
質
的
な
変
化
が
あ
る
。
シ
ャ

ギ
リ
は
変
化
を
柔
軟
に
受
け
入
れ
つ
つ
伝
承
し
て
い
る
芸
能
と
い
え
る
。
さ
ら
に

シ
ャ
ギ
リ
の
練
習
に
遊
び
の
部
分
が
多
い
こ
と
や
厳
し
さ
が
少
な
い
こ
と
も
伝
承

を
維
持
さ
せ
て
い
る
要
因
と
い
え
る
。　

1
各
山
組
か
ら
選
出
さ
れ
る
囃
子
保
存
会
の
幹
事
は
中
老
が
な
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
こ
で
は

あ
く
ま
で
も
指
導
な
ど
を
す
る
実
務
担
当
者
。

2
壽
山
と
孔
雀
山
は
平
成
初
頭
に
山
組
で
の
伝
承
が
途
絶
え
た
が
、
壽
山
は
平
成
一
六
年
に

常
磐
山
と
合
同
練
習
し
始
め
、
孔
雀
山
も
平
成
二
三
年
か
ら
再
び
伝
承
し
始
め
て
い
る
。


