
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
・
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
資
格
認
定
試
験 

   

【
設
問
】
次
の
資
料
を
利
用
し
、
メ
タ
デ
ー
タ
記
入
用
紙
を
作
成
し
な
さ
い
。 

    

資 
 
 

料 
 

 

郡
上
お
ど
り
の
由
来 

 

民
謡
は
土
か
ら
生
れ
る
、
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
郡
上
お
ど
り
も
山
紫
水
明
の
里
か
ら
、
そ
こ
に
住
む

人
た
ち
に
よ
っ
て
生
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

私
た
ち
の
祖
先
が
、
そ
の
時
代
に
お
け
る
生
活
や
感
情
を
、
素
朴
に
唄
い
踊
っ
た
民
謡
や
踊
り
は
、
そ

の
源
流
が
ど
こ
に
あ
る
に
せ
よ
、
幾
多
の
変
遷
を
経
て
人
々
の
息
吹
き
の
な
か
に
育
て
ら
れ
、
な
お
今
日

の
、
現
代
に
生
き
る
者
の
胸
に
も
ひ
し
ひ
し
と
迫
っ
て
く
る
も
の
の
あ
る
の
は
、
言
い
し
れ
ぬ
な
ご
や
か

さ
に
郷
愁
を
感
ず
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

 

郡
上
お
ど
り
の
起
源
は
さ
だ
か
で
な
い
が
、
四
百
年
ほ
ど
の
伝
統
を
持
つ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
徳
川
三

代
将
軍
家
光
公
の
時
代
、
と
き
の
郡
上
領
主
で
あ
っ
た
遠
藤
左
馬
介
慶
隆
は
、
八
幡
城
の
戦
い
や
、
天
下

分
目
の
関
ケ
原
合
戦
（
慶
長
五
年
、
一
六
〇
〇
）
の
後
、
そ
の
軍
功
を
徳
川
家
康
に
認
め
ら
れ
て
、
故
領

で
あ
る
八
幡
城
へ
復
帰
し
、
一
郡
二
万
七
千
石
の
領
主
と
な
っ
て
、
城
郭
を
修
理
し
庶
政
を
整
え
、
慈
恵

寺
の
開
基
や
愛
宕
神
社
の
勧
請
に
つ
と
め
た
。 

 

ま
た
戦
雲
よ
う
や
く
お
さ
ま
っ
た
な
か
で
、
寛
永
四
年
（
一
六
二
七
）
郡
内
に
お
け
る
人
心
の
安
定
と

平
和
を
楽
し
む
た
め
に
、
そ
の
当
時
、
所
々
方
々
で
行
な
わ
れ
て
い
た
盆
踊
り
を
、
宮
や
寺
の
境
内
あ
る

い
は
門
前
町
な
ど
で
、
踊
り
振
り
を
よ
く
す
る
よ
う
に
奨
励
さ
せ
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。 

 

遠
藤
氏
四
代
目
の
備
前
守
常
友
は
、
時
の
将
軍
家
綱
の
覚
え
目
出
た
く
、
寛
文
七
年
（
一
六
六
七
プ
幕

府
に
請
う
て
八
幡
城
の
大
改
築
に
当
っ
た
。
ま
た
城
下
町
の
整
備
に
尽
し
て
、
願
蓮
寺
や
最
勝
寺
を
近
郷

か
ら
八
幡
へ
移
し
、
洞
泉
寺
を
建
立
し
た
。 

 

な
お
、
町
振
り
を
良
く
し
た
町
家
に
褒
美
を
与
え
た
り
し
て
、
城
下
町
と
し
て
の
要
件
を
備
え
た
と
こ

ろ
か
ら
、
こ
こ
に
始
め
て
城
主
格
か
ら
城
主
と
し
て
の
待
遇
を
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。 

 

さ
ら
に
書
画
に
秀
い
で
た
文
人
で
あ
り
、
民
衆
の
和
楽
に
も
深
い
親
し
み
と
理
解
が
あ
っ
た
と
さ
れ
て

い
る
か
ら
、
よ
う
や
く
整
然
と
な
っ
た
町
並
み
で
、
士
農
工
商
の
融
和
を
は
か
る
た
め
に
盆
踊
り
を
奨
励

さ
れ
た
の
で
、
踊
り
は
ま
す
ま
す
盛
大
と
な
り
、
領
民
に
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
与
え
て
き
た
も
の
と
思
わ

れ
る
。 

 

幕
末
の
こ
ろ
城
下
で
は
、
七
大
縁
日
の
盆
踊
り
が
恒
例
に
な
っ
て
い
た
。
七
大
縁
日
と
は
、
旧
六
月
十

六
日
八
坂
神
社
の
天
王
祭
（
上
ケ
洞
）・
七
月
二
日
大
乗
寺
の
三
十
善
神
祭
（
向
山
）
・
七
月
七
日
洞
泉
寺

の
弁
天
七
夕
祭
（
尾
崎
）・
七
月
十
四
日
か
ら
十
六
日
ま
で
の
孟
蘭
盆
会
（
橋
本
町
、
新
町
）・
七
月
二
十

四
日
桝
形
の
う
ら
盆
地
蔵
祭
（
桝
形
町
）
で
あ
り
、
こ
の
山
深
い
奥
美
濃
の
純
朴
な
里
人
た
ち
に
よ
っ
て
、

歌
い
継
が
れ
踊
り
続
け
ら
れ
て
き
た
。
こ
れ
は
、
山
間
地
に
お
け
る
唯
一
の
社
交
の
場
で
あ
り
、
ま
た
最

大
の
娯
楽
で
も
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

 

現
在
で
は
、
信
仰
と
和
楽
を
も
と
め
る
人
た
ち
の
願
い
を
あ
つ
め
て
、
あ
の
町
こ
の
町
に
縁
日
の
祭
り

と
踊
り
が
立
ち
、
七
月
中
旬
か
ら
九
月
初
旬
に
か
け
て
「
郡
上
お
ど
り
の
夕
べ
」
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い

る
。
老
若
男
女
の
踊
り
手
が
、
と
き
に
は
数
千
人
の
一
団
と
な
り
、
音
頭
や
囃
子
に
あ
わ
せ
て
手
拍
子
を

揃
え
、
無
心
に
踊
り
ぬ
く
姿
は
ま
こ
と
に
壮
観
な
も
の
で
あ
り
、
こ
と
に
徹
夜
で
踊
り
明
か
す
盆
の
四
日

間
は
、
七
重
八
重
の
輪
が
ひ
ろ
が
り
、
郡
上
お
ど
り
な
ら
で
は
、
見
る
こ
と
も
、
ま
た
味
わ
う
こ
と
も
で

き
な
い
一
大
絵
巻
で
あ
る
。 

 

こ
の
郡
上
お
ど
り
は
、
往
年
の
画
伯
・
岡
本
一
平
先
生
の
言
わ
れ
た
よ
う
に
「
見
る
踊
り
で
は
な
く
一



諸
に
な
っ
て
踊
り
楽
し
む
も
の
」
で
あ
る
。
誰
で
も
ど
ん
な
服
装
で
も
、
気
軽
に
輪
の
中
に
入
っ
て
、
手

や
足
を
動
か
し
て
い
る
う
ち
に
、
踊
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
、
郡
上
お
ど
り
の
面
白
さ
で
あ
り
魅
力
で
あ

る
と
さ
れ
て
い
る
。 

 

ま
た
踊
り
の
種
目
も
多
く
「
古
調
か
わ
さ
き
、
か
わ
さ
き
、
三
百
、
春
駒
、
ヤ
ッ
チ
ク
、
げ
ん
げ
ん
ば

ら
ば
ら
、
猫
の
子
、
甚
句
、
さ
わ
ぎ
、
ま
つ
さ
か
」
と
十
曲
を
数
え
る
。
こ
の
う
ち
の
七
曲
の
配
列
を
み

て
、
東
京
大
学
の
教
養
学
部
・
体
育
史
の
石
津
政
雄
先
生
が
、
科
学
的
に
解
明
さ
れ
、
郡
上
お
ど
り
は
運

動
生
理
学
上
き
わ
め
て
合
理
的
で
あ
る
。
と
発
表
さ
れ
て
い
る
。 

 

す
な
わ
ち
、
準
備
運
動
の
「
か
わ
さ
き
」
本
運
動
の
「
三
百
・
春
駒
」
骨
休
め
の
「
ヤ
ッ
チ
ク
」
を
中

に
、
最
高
の
「
げ
ん
げ
ん
ば
ら
ば
ら
」
か
ら
「
猫
の
子
」
へ
、
整
理
運
動
の
「
ま
つ
さ
か
」
へ
と
、
ひ
と

ま
わ
り
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
順
番
は
、
必
ず
し
も
一
定
し
た
も
の
で
は
な
く
、
そ
の

時
の
踊
り
場
の
調
子
を
見
て
、
硬
軟
・
緩
急
の
踊
り
種
目
を
組
み
合
わ
せ
て
ゆ
く
も
の
で
、
夜
明
か
し
で

踊
っ
て
も
楽
し
く
お
ど
れ
、
音
頭
取
り
も
囃
子
方
も
な
お
踊
り
子
も
、
と
も
に
疲
れ
き
る
こ
と
の
な
い
よ

う
に
仕
組
ま
れ
て
お
り
、
古
老
や
先
達
の
編
み
出
し
た
最
高
の
演
出
で
あ
る
。 

 

と
お
い
祖
先
か
ら
伝
承
さ
れ
て
き
た
、
こ
の
素
朴
に
し
て
心
豊
か
な
文
化
遺
産
を
、
誇
り
あ
る
郷
土
民

謡
と
し
て
守
り
育
て
る
と
き
、
郡
上
お
ど
り
は
、
山
と
山
と
に
囲
ま
れ
た
こ
の
土
地
の
習
俗
と
と
も
に
、

郡
上
を
訪
れ
る
人
た
ち
の
旅
情
を
か
き
た
て
て
や
ま
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

踊
り
種
目
の
い
わ
れ 

一
、
古
調
か
わ
さ
き 

 

天
正
年
間
（
一
五
八
〇
年
代
）
に
、
伊
勢
の
参
宮
道
者
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
踊
り
が
、
山

紫
水
明
の
郡
上
の
里
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
変
遷
を
た
ど
り
な
が
ら
、
そ
の
風
土
に
あ
っ
た
も
の
と
し
て
磨
き

あ
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 

 

現
在
、
国
の
無
形
文
化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
な
か
の
「
古
調
か
わ
さ
き
」
は
、
輪
踊
り
【
原
文
ま
ま
】

で
時
計
の
針
の
逆
回
り
で
あ
り
、
そ
の
手
振
り
や
足
の
踏
み
方
な
ど
を
見
て
も
、
昔
の
農
耕
の
所
作
が
取

り
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
歌
詞
も
飾
り
気
の
な
い
庶
民
生
活
に
根
ざ
し
た
も
の
や
、
作
業
歌
が
残
さ
れ
て
い

て
、
い
か
に
も
奥
美
濃
の
純
朴
な
人
情
・
風
俗
に
似
つ
か
わ
し
い
踊
り
で
あ
る
。 

 

ニ
、
か
わ
さ
き 

 

今
日
、
郡
上
お
ど
り
の
代
表
的
な
踊
り
と
さ
れ
て
い
る
「
か
わ
さ
き
」
は
、
大
正
三
年
（
一
九
一
四
）

に
開
か
れ
た
共
進
会
（
生
糸
・
蚕
・
茶
・
材
木
・
薪
な
ど
）
に
上
演
す
る
た
め
、
戸
塚
鐐
助
氏
（
元
川
合

村
長
）
が
、
郡
上
之
曲
「
花
の
み
よ
し
の
」
を
作
詞
さ
れ
、
そ
の
節
付
け
は
杵
屋
六
満
左
師
に
、
ま
た
花

の
み
よ
し
の
の
踊
り
の
な
か
に
、
古
調
か
わ
さ
き
の
動
き
を
取
り
入
れ
た
、
新
か
わ
さ
き
の
振
り
付
け
を

西
川
倉
寿
師
が
担
当
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 

 

大
正
十
一
年
に
郡
上
お
ど
り
保
存
会
が
結
成
さ
れ
て
、
こ
の
新
「
か
わ
さ
き
」
を
世
に
出
そ
う
と
尽
力

さ
れ
、
そ
の
後
、
歌
詞
は
卑
猥
な
も
の
を
改
め
る
た
め
に
て
一
般
か
ら
募
集
し
て
、
曲
も
新
し
く
と
と
の

え
ら
れ
た
。 

 

こ
の
上
品
な
歌
詞
や
落
ち
着
き
の
あ
る
曲
、
あ
る
い
は
リ
ズ
ム
感
に
あ
ふ
れ
る
踊
り
は
、
全
国
民
踊
大

会
に
お
い
て
も
、
健
全
な
大
衆
娯
楽
で
あ
る
と
し
て
推
奨
さ
れ
、
庶
民
全
般
の
馴
染
み
ぶ
か
い
民
踊
と
い

わ
れ
、
各
地
の
盆
踊
り
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
て
盛
大
に
催
さ
れ
て
い
る
。 

 

三
、
三
百 

 

郡
上
の
宝
暦
騒
動
は
、
前
後
五
年
に
も
及
ん
で
、
駕
籠
訴
や
箱
訴
を
お
こ
な
う
ま
で
に
進
展
し
た
。
そ

の
結
果
、
百
姓
一
揆
の
主
た
っ
た
者
は
処
刑
さ
れ
、
城
主
の
金
森
家
も
改
易
さ
れ
る
に
至
っ
た
。 

 

そ
の
後
を
受
け
て
、
郡
上
・
越
前
の
う
ち
四
万
八
千
石
を
給
せ
ら
れ
た
青
山
幸
道
は
、
こ
う
し
た
物
情

騒
然
た
る
藩
内
の
情
勢
を
警
戒
し
、
政
治
対
策
に
は
一
段
と
腐
心
し
た
よ
う
で
あ
る
。
宝
暦
九
年
（
一
七

五
九
）
六
月
、
丹
後
の
宮
津
か
ら
入
部
に
際
し
て
、
供
の
者
の
長
途
の
労
を
ね
ぎ
ら
い
、
ま
た
藩
内
か
ら

出
迎
え
た
者
に
も
そ
の
志
を
め
で
て
、
三
百
文
づ
つ
を
与
え
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

そ
れ
に
感
激
し
た
里
入
た
ち
が
、
湧
き
お
こ
る
声
と
と
も
に
欣
喜
雀
躍
し
て
、
そ
の
こ
ろ
に
踊
ら
れ
て



い
た
地
踊
り
を
思
わ
ず
披
露
に
お
よ
ん
だ
と
い
い
、
そ
の
踊
り
姿
が
「
三
百
」
と
よ
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。 

 

四
、
春 
駒 

 

八
幡
城
の
領
主
遠
藤
慶
隆
は
、
天
正
年
間
（
一
五
八
二
こ
ろ
）
郡
内
の
馬
を
城
下
に
集
め
た
と
い
わ
れ

て
い
る
。
そ
れ
は
畜
産
奨
励
の
意
味
と
、
戦
国
の
余
塵
が
た
だ
よ
っ
て
い
た
の
で
、
軍
馬
徴
発
の
必
要
性

が
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

 

毛
付
市
（
徴
馬
の
制
）
は
、
毎
年
土
用
入
り
後
七
日
目
（
七
月
二
十
七
、
八
日
こ
ろ
）
に
、
八
幡
城
一

之
門
前
の
芝
野
で
検
査
を
受
け
、
一
定
の
基
準
に
合
格
し
た
馬
は
、
そ
の
印
と
し
て
タ
テ
ガ
ミ
の
一
部
を

刈
り
取
っ
て
門
内
に
入
れ
、
さ
ら
に
そ
の
中
か
ら
所
要
の
軍
馬
頭
数
を
徴
発
し
た
。
徴
収
さ
れ
る
馬
に
は

高
価
な
代
償
を
与
え
て
、
馬
の
飼
育
を
奨
励
し
た
と
い
う
。
ま
た
徴
発
も
れ
と
な
っ
た
馬
は
、
翌
日
か
ら

の
馬
市
場
で
売
買
さ
れ
、
タ
テ
ガ
ミ
落
し
の
馬
は
特
に
高
値
を
呼
ん
だ
。
こ
の
毛
付
市
へ
は
他
領
か
ら
入

っ
て
く
る
者
も
数
多
く
、
相
当
な
賑
わ
い
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
。 

 

こ
の
毛
付
駒
に
鞭
打
っ
て
走
る
勇
ま
し
い
姿
が
、
威
勢
の
よ
い
踊
り
の
動
き
と
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、

宇
治
川
の
先
陣
争
い
の
名
馬
磨
墨
以
来
、
馬
に
ゆ
か
り
の
ふ
か
い
郡
上
の
地
に
ふ
さ
わ
し
い
、
活
気
に
あ

ふ
れ
た
〝
郡
上
マ
ン
ボ
〟
と
も
い
う
踊
り
で
あ
る
。 

 

五
、
猫
の
子 

 

郡
上
地
方
の
農
家
で
は
田
畑
が
少
な
い
の
で
、
古
く
か
ら
養
蚕
が
副
業
の
第
一
と
し
て
盛
ん
に
行
な
わ

れ
て
き
た
。
昔
か
ら
伊
勢
神
宮
の
神
職
の
装
束
を
織
る
糸
に
は
、
主
と
し
て
郡
上
の
生
糸
が
用
い
ら
れ
た

と
い
う
。
平
安
時
代
か
ら
の
「
延
年
舞
い
」
で
有
名
な
、
白
山
長
滝
神
社
に
お
け
る
豊
蚕
祈
願
祭
は
、
養

蚕
農
家
の
信
仰
を
あ
つ
め
、
豊
作
の
た
め
に
長
滝
花
を
授
か
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。 

 

養
蚕
農
家
の
多
い
郡
上
で
は
、
猫
を
飼
う
と
こ
ろ
も
増
え
、
猫
は
蚕
を
食
い
荒
ら
す
猟
取
り
用
と
し
、

あ
る
い
は
愛
玩
用
と
し
て
も
可
愛
い
が
ら
れ
た
。 

 

子
猫
の
あ
い
ら
し
い
所
作
を
ま
ね
し
た
こ
の
踊
り
は
、
若
い
衆
た
ち
が
在
来
の
踊
り
に
飽
き
足
ら
な
い

で
、
即
興
的
に
唄
い
踊
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
歌
詞
に
も
字
足
ら
ず
や
字
余
り
が
み
ら
れ
、
ま
た
方
言
も

入
っ
て
お
り
、
足
腰
を
奔
放
に
動
か
す
愉
快
な
も
の
で
あ
る
。 

 

六
、
さ
わ
ぎ 

 

元
禄
時
代
に
流
行
し
た
騒
歌
は
、
遊
里
で
三
味
線
や
太
鼓
を
用
い
て
賑
や
か
に
唄
っ
た
も
の
で
あ
り
、

ま
た
地
方
で
の
騒
ぎ
は
、
酒
宴
な
ど
で
賑
わ
し
く
唄
い
踊
っ
た
こ
と
を
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

江
戸
中
期
以
降
に
は
、
郡
上
の
領
主
も
城
下
町
の
商
工
業
を
盛
ん
に
す
る
た
め
に
、
各
地
か
ら
商
人
や

職
人
を
招
い
て
店
や
仕
事
場
を
開
か
せ
、
こ
れ
ら
に
は
特
別
に
運
上
を
免
じ
て
保
護
し
た
の
で
益
々
繁
栄

を
つ
づ
け
た
。 

 

さ
わ
ぎ
の
歌
も
、
他
所
か
ら
の
出
入
り
を
許
さ
れ
た
旅
芸
人
な
ど
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
郡
上
で
は
こ
の
踊
り
に
三
味
も
太
鼓
も
入
れ
な
い
が
、
派
手
な
手
拍
子
と
、
こ
と
さ
ら
に
踏
み
鳴
ら

す
履
物
の
音
が
勢
い
よ
く
響
い
て
、
見
物
衆
を
興
奮
さ
せ
る
。
歌
詞
に
は
男
女
間
の
情
緒
を
唄
っ
た
も
の

が
多
い
よ
う
で
あ
る
。 

 

七
、
甚 

句 

 

甚
句
と
い
う
盆
踊
り
歌
は
、
地
の
句
が
訛
っ
た
も
の
と
い
わ
れ
、
各
地
の
歌
詞
に
も
そ
の
地
方
で
唄
い

つ
が
れ
た
も
の
が
多
い
。 

 

ま
た
一
説
に
は
、
越
後
国
の
甚
九
と
い
う
人
が
始
め
た
も
の
だ
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
詩
形
は
ほ
と
ん

ど
七
・
七
・
七
・
五
調
か
ら
な
る
も
の
で
、
囃
子
詞
や
節
回
し
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
っ
て
お
り
、
郡
内
で
も

ま
ち
ま
ち
で
あ
る
。 

 

江
戸
時
代
末
期
か
ら
流
行
し
た
と
い
わ
れ
る
相
撲
甚
句
は
、
力
士
が
土
俵
で
余
興
に
唄
っ
た
も
の
で
、

こ
の
囃
子
詞
は
「
ド
ス
コ
イ
、
ド
ス
コ
イ
」
で
あ
る
が
、
郡
上
甚
句
は
「
ト
コ
、
ド
ッ
コ
イ
、
ド
ッ
コ
イ
」

と
な
っ
て
い
る
。 



八
、
げ
ん
げ
ん
ば
ら
ば
ら 

 
郡
上
領
主
青
山
氏
の
時
代
に
、
城
下
で
あ
る
殿
町
に
屋
敷
を
築
い
て
下
御
殿
と
称
し
た
。
領
主
は
在
国

中
の
多
く
を
こ
こ
で
す
ご
し
、
本
丸
へ
行
く
の
は
式
例
の
と
き
だ
け
で
あ
っ
た
と
い
う
。 

 

げ
ん
げ
ん
ば
ら
ば
ら
は
、
御
殿
女
中
の
手
毬
突
き
の
様
子
が
、
優
雅
な
踊
り
姿
に
な
っ
た
も
の
で
、
歌

詞
の
元
歌
は
古
く
か
ら
郡
上
地
方
で
一
般
に
唄
わ
れ
て
い
た
、
童
歌
と
か
糸
引
き
の
座
繰
り
の
歌
で
あ
っ

た
。
手
毬
突
き
遊
び
に
は
数
多
く
の
歌
詞
を
必
要
と
し
た
の
で
、
口
説
調
の
盆
歌
や
子
守
歌
な
ど
も
う
た

わ
れ
、
ま
た
各
地
の
珍
ら
し
い
歌
も
取
り
入
れ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
、
歌
い
始
め
の
「
…
…
何
事
じ
ゃ
」
は
、
今
度
の
歌
は
ど
ん
な
こ
と
か
と
い
う
問
い
か
け

で
あ
ろ
う
。
そ
の
題
意
は
、
子
供
の
片
足
跳
遊
び
の
ケ
ン
ケ
ン
が
、
雉
子
の
鳴
声
と
混
同
し
、
羽
根
を
ば

た
つ
か
せ
て
子
を
思
う
と
こ
ろ
か
ら
「
ケ
ン
ケ
ン
バ
タ
バ
タ
な
ぜ
鳴
く
ね
、
親
が
な
い
か
子
が
な
い
か
」

と
い
う
手
毬
歌
と
し
て
唄
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
が
訛
っ
た
も
の
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

九
、
ヤ
ッ
チ
ク 

 

承
応
の
時
代
（
一
六
五
三
こ
ろ
）
か
ら
、
四
竹
打
ち
と
い
っ
て
、
扁
平
な
竹
片
を
両
手
に
二
個
ず
つ
持

っ
て
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
、
小
唄
や
踊
り
を
す
る
こ
と
が
流
行
し
、
こ
れ
を
願
念
坊
主
（
ち
ょ
ん
が
れ
）

と
い
っ
た
。 

 

四
万
八
千
石
の
城
下
町
と
し
て
栄
え
た
郡
上
八
幡
へ
は
、
江
戸
末
期
に
な
る
と
い
ろ
い
ろ
な
旅
芸
人
が

入
り
こ
み
、
中
で
も
両
方
の
手
に
八
枚
の
竹
片
を
連
ね
て
打
ち
鳴
ら
し
な
が
ら
「
鈴
木
主
水
」
や
「
八
百

屋
お
七
」
の
祭
文
を
哀
調
を
こ
め
て
門
付
し
て
唄
い
回
っ
た
の
が
、
人
々
の
共
感
を
呼
ん
で
踊
り
化
し
た

と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

歌
詞
に
は
、
こ
の
土
地
が
生
ん
だ
責
重
な
歴
史
で
あ
る
、「
郡
上
宝
暦
義
民
伝
」
や
「
郡
上
藩
・
凌
霜
隊
」

な
ど
も
作
ら
れ
て
お
り
、
囃
子
詞
の
「
ア
ラ
、
ヤ
ッ
チ
ク
サ
ッ
サ
」
は
（
あ
ら
、
八
竹
サ
が
来
た
）
と
い

う
、
そ
れ
が
そ
の
も
の
ず
ば
り
の
題
名
に
な
っ
た
と
思
わ
れ
る
。 

 

十
、
ま
つ
さ
か 

 

江
戸
時
代
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
た
、
伊
勢
神
宮
へ
の
お
陰
参
り
で
、
諸
国
か
ら
集
っ
て
く
る
そ
の

参
詣
者
た
ち
が
、
伊
勢
の
古
市
あ
た
り
で
習
い
お
ぼ
え
た
「
木
遣
」
の

松
坂
越
え
て
坂
越
え
て
坂
の
峠

で
日
が
暮
れ
て
…
…
。
と
い
う
木
遣
音
頭
を
、
郷
里
へ
帰
っ
て
か
ら
、
そ
の
土
地
の
盆
踊
り
口
説
き
に
同

化
し
て
ひ
ろ
め
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。 

 

郡
上
の
「
ま
つ
さ
か
踊
り
」
の
囃
子
詞
に
あ
る
「
ア
、
ヨ
イ
ヤ
ナ
、
ヤ
ー
ト
セ
」
は
、
伊
勢
音
頭
の
「
ヤ

ー
ト
コ
セ
、
ヨ
―
イ
ヤ
ナ
」
の
変
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
踊
り
の
手
振
り
や
足
の
運
び
方
が
比
較
的
単
調

で
あ
る
の
に
、
長
い
伝
統
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
歌
詞
が
諸
種
の
語
り
物
か
ら
、
地
元
の

名
所
案
内
や
、
郷
土
の
伝
説
な
ど
に
つ
な
が
る
口
説
節
に
な
っ
て
い
て
、
多
く
の
人
々
か
ら
愛
着
を
も
っ

て
迎
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

 

郡
上
お
ど
り
の
特
色 

一
、
里
人
の
結
合
性 

 

奥
美
濃
の
辺
境
に
あ
っ
て
人
情
の
こ
ま
や
か
な
里
人
た
ち
が
、
い
つ
の
時
代
い
か
な
る
圧
制
の
場
合
に

も
く
ず
れ
る
こ
と
な
く
、
つ
ね
に
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
育
て
あ
げ
て
き
た
の
が
「
郡
上
お
ど
り
」
で

あ
る
。 

 

純
朴
と
勤
勉
そ
し
て
忍
耐
力
の
強
さ
は
、
山
間
の
狭
小
な
痩
せ
た
土
地
と
寒
冷
の
な
か
に
生
き
て
き
た

先
祖
か
ら
、
次
ぎ
つ
ぎ
に
受
け
継
い
だ
郡
上
の
根
性
と
で
も
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
そ
れ
は
、
村

む
ら
の
団
結
に
支
え
ら
れ
た
不
屈
の
精
神
を
あ
わ
せ
も
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

宝
暦
年
間
に
お
け
る
郡
上
一
揆
の
「
傘
連
判
状
」
は
、
神
文
に
対
し
て
平
等
の
責
任
を
負
う
よ
う
に
円

型
に
名
前
を
連
ね
た
も
の
で
あ
り
、
目
的
遂
行
を
誓
い
合
っ
た
統
合
性
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
こ
の
決
死
の

盟
約
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
四
年
半
に
も
わ
た
る
長
期
間
の
抗
争
を
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
り
、

そ
の
結
果
は
、
同
時
代
に
お
け
る
百
姓
一
揆
の
ほ
と
ん
ど
が
一
つ
の
悲
願
と
し
て
終
わ
っ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
郡
上
の
そ
れ
は
、
領
主
改
易
ま
で
追
い
込
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。 



 

こ
う
し
た
郡
上
人
の
精
神
や
根
性
に
支
え
ら
れ
て
こ
そ
、
こ
の
歌
や
踊
り
を
親
か
ら
子
へ
孫
へ
と
伝
承

し
、
数
少
な
い
娯
楽
の
一
つ
と
し
て
今
日
ま
で
伝
え
て
き
た
も
の
で
あ
る
。 

 

ニ
、
徹
夜
の
盆
踊
り 

 

盆
の
八
月
十
三
日
か
ら
十
六
日
ま
で
四
日
間
は
、
徹
夜
で
踊
り
明
か
す
習
慣
が
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て

お
り
、
昭
和
三
十
年
代
こ
ろ
ま
で
は
宵
の
口
か
ら
翌
朝
六
時
ご
ろ
ま
で
踊
ら
れ
て
い
た
。
今
日
で
は
公
衆

衛
生
や
交
通
安
全
等
の
見
地
か
ら
午
前
四
時
ま
で
に
改
め
ら
れ
て
い
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
長
時
間

に
わ
た
っ
て
踊
り
続
け
る
に
は
、
そ
れ
な
り
の
変
化
と
盛
り
あ
が
り
が
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。 

 

夜
を
徹
し
て
踊
り
明
か
す
た
め
に
は
、
単
調
さ
を
さ
け
た
歌
や
踊
り
の
種
類
が
必
要
で
そ
の
点
郡
上
お

ど
り
の
、
か
わ
さ
き
・
三
百
・
春
駒
の
歌
詞
は
、
七
・
七
・
七
・
五
調
で
あ
っ
て
い
ず
れ
に
も
通
用
し
緩

急
の
妙
を
得
て
い
る
。
し
か
も
、
か
わ
さ
き
と
三
百
は
音
頭
取
り
と
踊
り
子
と
の
唱
和
形
式
を
と
っ
て
い

て
、
音
頭
取
り
が
一
つ
の
歌
詞
を
唄
う
と
、
踊
り
子
が
唱
和
し
そ
の
四
の
句
を
二
度
返
し
三
・
四
の
句
へ

と
つ
づ
い
て
い
る
。 

 

な
お
歌
詞
の
あ
い
だ
に
は
、「
ア
ソ
ン
レ
ン
セ
」
と
か
「
ホ
イ
」
と
い
う
短
い
囃
子
詞
を
い
れ
て
、
音
頭

取
り
と
踊
り
子
の
意
気
の
ふ
れ
合
い
を
深
め
て
い
る
。
ま
た
春
駒
は
威
勢
の
よ
い
踊
り
で
あ
る
と
こ
ろ
か

ら
、
歌
の
返
し
は
し
な
い
が
や
や
長
い
囃
子
詞
の
「
七
両
三
分
の
春
駒

」
に
よ
っ
て
、
踊
り
全
体

を
調
子
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
し
て
、
歌
詞
の
自
由
な
選
択
と
返
し
歌
や
囃
子
詞
に
よ
っ
て
、
相
当
に
長
い
時
間
を
楽
し

む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
古
調
か
わ
さ
き
や
猫
の
子
・
さ
わ
ぎ
・
甚
句
な
ど
を
組
み
入

れ
、
ま
た
、
げ
ん
げ
ん
ば
ら
ば
ち
・
ヤ
ッ
チ
ク
・
ま
つ
さ
か
な
ど
の
口
説
き
歌
を
あ
わ
せ
用
い
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
踊
り
の
単
調
感
を
少
な
く
し
、
囃
子
方
の
疲
労
度
を
救
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。 

口
説
き
節

は
も
と
も
と
仏
教
音
楽
か
ら
出
た
唄
い
方
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
鎌
倉
時
代
の
平
家
琵
琶
の
中
に
も
こ
れ
が

あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
口
説
き
の
歌
詞
は
七
七
調
ま
た
は
七
五
調
の
連
続
し
た
も
の
で
、
曲
節
も
平
板

に
な
り
や
す
い
と
こ
ろ
か
ら
、
音
頭
取
り
は
歌
詞
の
内
容
に
よ
っ
て
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
唄
い
あ
げ
る
こ
と

に
心
を
く
だ
い
て
い
る
。
特
に
「
ヤ
ッ
チ
ク
」
と
「
ま
つ
さ
か
」
の
歌
詞
は
長
い
の
で
一
節
ご
と
に
踊
り

子
が
声
を
揃
え
て
「
ア
ラ
、
ヤ
ッ
チ
ク
サ
ッ
サ
」
と
か
「
コ
ラ
イ
、
コ
ラ
イ
」
や
「
ア 
ヨ
イ
ヤ
ナ
ー 

ヤ

ー
ト
セ
ー
」
と
囃
子
詞
を
い
れ
て
、
歌
と
踊
り
を
盛
り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。 

 

三
、
盛
大
な
縁
日
お
ど
り 

 

幕
末
の
こ
ろ
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
た
七
大
縁
日
の
ほ
か
に
、
そ
の
後
年
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
、
神
典

薬
師
祭
・
電
気
地
蔵
祭
・
毛
付
市
夏
祭
・
城
山
地
蔵
尊
祭
・
お
よ
し
祭
・
秋
葉
祭
・
恵
比
須
祭
・
慈
恩
寺

弁
天
祭
・
十
八
観
音
祭
・
弘
法
祭
・
宗
祇
水
神
祭
・
宝
暦
義
民
祭
・
岸
剣
社
川
祭
・
凌
霜
隊
慰
霊
祭
・
小

野
天
神
祭
・
犬
啼
水
神
祭
等
々
が
、
各
町
内
の
縁
日
に
ち
な
ん
で
逐
次
増
加
さ
れ
て
き
た
。 

 

こ
れ
ら
の
縁
日
踊
り
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
色
を
生
か
し
た
工
作
物
、
た
と
え
ば
電
気
地
蔵
祭
に
は
電

気
仕
掛
け
の
造
り
物
が
飾
ら
れ
、
農
家
の
多
い
と
こ
ろ
で
は
野
菜
で
作
っ
た
動
物
、
器
用
な
人
の
い
る
所

で
は
物
語
り
風
の
人
物
像
、
は
て
は
お
化
け
や
判
じ
物
、
京
祇
水
で
は
連
句
と
狂
俳
の
掛
け
行
燈
な
ど
、

夕
涼
み
と
踊
り
を
か
ね
て
の
楽
し
い
夏
の
風
物
詩
と
な
っ
て
い
た
。 

 

縁
日
踊
り
へ
踊
り
屋
形
が
出
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
は
、
各
町
内
に
お
け
る
踊
り
場
も
、
盆
さ
な
が
ら

の
風
情
と
な
り
、
観
光
客
の
な
か
で
も
郡
上
お
ど
り
の
良
さ
に
ほ
れ
こ
ん
だ
人
び
と
は
、
盆
の
ご
っ
た
が

え
す
よ
う
な
時
よ
り
も
、
む
し
ろ
ゆ
っ
た
り
と
し
て
自
由
に
踊
れ
る
、
縁
日
踊
り
を
選
ん
で
来
ら
れ
る
よ

う
な
傾
向
に
な
っ
て
き
て
い
る
。 

 

い
ま
全
国
的
に
有
名
な
、
い
く
つ
か
の
民
謡
踊
り
は
、
お
も
に
七
月
か
ら
九
月
の
間
に
、
い
ず
れ
も
二

晩
か
三
晩
を
盆
踊
り
と
し
て
行
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
縁
日
踊
り
と
い
う
も
の
は
み
ら
れ
な
い
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
踊
り
期
間
が
二
か
月
余
に
お
よ
ぶ
と
こ
ろ
は
、
郡
上
お
ど
り
以
外
に
そ
の
例
を
み
な
い

の
で
あ
る
。 

出
典 

:

『
重
要
無
形
民
俗
文
化
財 

郡
上
お
ど
り
』（
郡
上
お
ど
り
保
存
会
・
平
成
一
〇
年 

四
月
一
日
）
よ
り
一
頁
か
ら
二
〇
頁 

抜
粋 

※
【 

 

】
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
日
本
デ
ジ
タ
ル
・
ア
ー
キ
ビ
ス
ト
資
格
認
定
機
構
に
よ
る
注
で
す
。 


