
は
じ
め
に

　

こ
ん
に
ち
は
。
今
日
は
卒
業
生
の
方
た
ち
も
仕
事
を
置
い
て
聴
講
に
き
て
く
だ
さ
っ
て
お
り
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

本
学
福
祉
学
科
こ
ど
も
学
コ
ー
ス
の
学
生
が
保
育
所
な
ど
で
こ
ど
も
た
ち
の
姿
を
見
よ
う
と
す
る
と
き
、
大
抵
、
こ
ど
も
た
ち
が
遊
ん

で
い
る
場
面
を
観
察
し
ま
す
。
否
、
こ
ど
も
は
い
つ
で
も
遊
ん
で
い
る
か
ら
、
と
い
う
の
が
実
情
で
し
ょ
う
か
。
だ
か
ら
発
達
研
究
に
し

ろ
保
育
の
研
究
に
し
ろ
、「
遊
び
」
と
か
け
離
れ
た
と
こ
ろ
に
は
在
り
得
な
い
の
で
す
。
私
の
幼
児
心
理
学
系
の
講
義
で
も
「
ど
ん
な
遊
び

で
も
、
何
か
の
意
味
が
あ
る
」
と
い
う
観
点
か
ら
遊
び
行
動
を
ど
う
と
ら
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
軸
に
し
て
進
め
て
い
ま
し
た
。
ま
た
文

化
人
類
学
や
精
神
医
学
の
領
域
で
も
「
遊
び
」
に
着
目
し
た
も
の
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。「
遊
び
」
に
は
研
究
の
タ
ネ
が
詰
ま
っ
て
お

り
、
つ
き
る
こ
と
の
な
い
宝
庫
と
言
わ
れ
る
所
以
で
す
。

　

私
の
最
終
講
義
と
し
て
、
遊
び
の
本
質
に
迫
る
べ
く
、
こ
う
い
っ
た
広
い
研
究
の
領
域
を
概
観
し
て
「
遊
び
」
を
再
考
し
た
い
と
考
え

ま
し
た
。

平
成
二
十
六
年
二
月
五
日　

最
終
講
義

「
遊
び
」
再
考

山　
　
　

田　
　
　

英　
　
　

美

「
遊
び
」
再
考
（
山
田
）
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囲
っ
た
目
次
に
沿
い
つ
つ
、
そ
の
時
々
に
関
連
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
な
ど
を
交
え
て
お
話
し
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

「
遊
び
」
と
は
何
か

　
　
　
　

ホ
イ
ジ
ン
ガ
「
ホ
モ・

ル
ー
デ
ン
ス
」1938

　
　
　
　

ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
の
絵
「
子
供
の
遊
戯
」1560

「
遊
び
」
に
関
す
る
学
際
的
研
究
の
展
開

　
　
　
（
１
）
人
間
の
こ
ど
も
は
（
お
と
な
も
含
め
）
ど
の
よ
う
に
遊
ぶ
の
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・

哲
学
、
教
育
学
、
歴
史・

人
類
学
的
研
究

　
　
　
　

カ
イ
ヨ
ワ
「
遊
び
と
人
間
」1958　
　

遊
び
の
四
つ
の
型

　
　
　
（
２
）
遊
び
は
文
化
に
よ
っ
て
ど
う
か
わ
る
か　
　
　

・

文
化
人
類
学
的
研
究

　
　
　
（
３
）
こ
ど
も
の
遊
び
は
ど
の
よ
う
に
発
祥
し
た
か　

・

民
俗
学
的
研
究　

　
　
　
（
４
）
精
神
的
健
康
と
遊
び
の
関
係　
　
　

・
臨
床
心
理
学
、
精
神
医
学
的
研
究

「
遊
び
」
と
は
何
か

　
「
游
」「
遊
」
と
い
う
字
は
、
水
の
流
れ
の
よ
う
に
よ
ど
ま
ず
、『
～
の
た
め
に
』
と
い
う
目
的
に
と
ら
わ
れ
ず
に
自
在
に
動
い
て
、
出

会
っ
た
も
の
の
魂
を
揺
さ
ぶ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、
本
来
、
宗
教
的
な
神
霊
の
動
き
回
る
こ
と
に
主
に
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
た
が
っ

「
遊
び
」
再
考
（
山
田
）
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て
、
元
を
た
だ
せ
ば
「
遊
び
」
と
は
「
人
間
的
な
も
の
を
超
え
る
状
態
」「
神
と
と
も
に
あ
る
状
態
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
こ
で

思
い
出
す
の
は
、『
七
歳
ま
で
は
神
の
う
ち
』
と
言
わ
れ
た
古
い
時
代
の
子
ど
も
の
と
ら
え
方
で
す
。
梁
塵
秘
抄
（1180

年
頃
平
安
時
代
末

期
後
白
河
法
皇
の
編
纂
に
よ
る
歌
謡
集
）
に
「
遊
び
を
せ
ん
と
や
生
れ
け
む　

戯
れ
せ
ん
と
や
生
ま
れ
け
ん　

遊
ぶ
子
供
の
声
き
け
ば　

わ

が
身
さ
え
こ
そ
動
が
る
れ　

―
」
と
い
う
歌
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。
子
ど
も
は
遊
ぶ
存
在
だ
と
認
め
て
い
る
、
見
事
な
言
葉
と
い
え
る

で
し
ょ
う
。
し
か
し

　

ヒ
ト
に
限
ら
ず
動
物
た
ち
も
コ
ド
モ
時
代
は
よ
く
遊
ぶ
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
動
物
園
の
檻
の
中
で
じ
ゃ
れ
合
っ
て
い
る
ラ
イ
オ

ン
た
ち
や
飛
び
回
っ
て
い
る
サ
ル
た
ち
が
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
決
ま
っ
て
コ
ド
モ
で
あ
り
、
お
と
な
た
ち
は
、
悠
然
と
座
っ
て
見
て

い
ま
す
。
オ
ト
ナ
が
い
っ
し
ょ
に
遊
ん
で
や
る
と
い
う
こ
と
は
人
間
以
外
の
動
物
で
は
見
ら
れ
な
い
。
ま
た
人
間
以
外
の
動
物
で
オ
ト
ナ

に
な
っ
て
か
ら
も
遊
ぶ
の
は
、
飼
わ
れ
て
い
る
犬
、
カ
ラ
ス
、
イ
ル
カ
な
ど
、
わ
ず
か
な
数
。
そ
れ
も
、
人
間
が
見
て
遊
ん
で
い
る
と
思

う
動
き
を
し
て
い
る
と
い
う
も
の
で
し
ょ
う
。
だ
が
、
人
間
だ
け
は
お
と
な
に
な
っ
て
も
遊
ぶ
。

　

生
涯
を
通
し
て
遊
び
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
が
人
間
だ
と
い
う
こ
と
を
、オ
ラ
ン
ダ
の
歴
史
家
ヨ
ハ
ン・

ホ
イ
ジ
ン
ガ
（1872

－1945

）
は
「
ホ
モ・

ル
ー
デ
ン
スH

om
o Ludens

」（1938

）
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
あ
ら
わ
し
ま
し
た
。
彼
は
そ
の
著
書
の
冒

頭
で
「
人
間
文
化
は
遊
び
の
中
に
お
い
て
、
遊
び
と
し
て
発
生
し
、
展
開
し
て
き
た
の
だ
」
と
述
べ
、「
文
化
に
先
立
っ
て
遊
び
が
存
在
し

た
」
と
い
う
歴
史
観
を
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
彼
は
、
日
本
語
に
お
け
る
「
遊
び
」
の
表
現
と
い
う
項
で
、
日
本
人
が
使
っ
て
き
た
遊
び

と
い
う
言
葉
の
も
つ
機
能
全
体
に
対
し
て
触
れ
て
お
り
、
真
摯
と
か
正
直
、
厳
格
な
生
真
面
目
さ
の
対
極
に
あ
る
「
遊
び
」
の
ほ
か
の
、

特
殊
な
意
味
合
い
を
持
つ
日
本
語
の
側
面
も
指
摘
し
て
い
ま
す
。
即
ち
「
師
の
も
と
に
遊
ぶ
」
と
か
「
土
地
に
遊
ぶ
」
と
い
う
よ
う
な
言

い
方
が
あ
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
遊
び
と
い
う
意
味
の
ラ
テ
ン
語
「
ル
ー
ド
ゥ
スludus
」
が
「
学
校
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
こ
と

「
遊
び
」
再
考
（
山
田
）
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を
連
想
さ
せ
る
こ
と
。
さ
ら
に
上
品
な
言
い
方
と
し
て
「
遊
ば
せ
言
葉
」
が
今
日
で
も
保
た
れ
て
い
る
こ
と
。
高
貴
の
存
在
は
、
そ
の
行

う
す
べ
て
の
こ
と
を
常
に
遊
び
と
し
て
、
遊
び
な
が
ら
（
余
裕
を
も
っ
て
）
や
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る　

と
い
う
わ
け
で
す
。

（
高
橋
訳1973

）

　

フ
ラ
ン
ド
ル
（
現
在
の
ベ
ル
ギ
ー
辺
り
）
の
画
家
ピ
ー
テ
ル・

ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
（1525/30

－1569

）
の
描
い
た
「
子
供
の
遊
戯
」

1560

に
つ
い
て
　

　

こ
の
有
名
な
一
枚
の
絵
は
、
商
業
都
市
と
し
て
栄
え
た
町
の
広
場
を
モ
デ
ル
に
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。1560

年
と
い
う
と
、
日
本

で
は
桶
狭
間
の
戦
い
が
あ
っ
た
年
で
、
戦
国
時
代
ま
っ
た
だ
中
で
す
ね
。
こ
の
こ
ろ
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
子
ど
も
た
ち
は
ど
ん
な
遊
び
を
し

て
い
た
の
か
、
と
、
細
か
く
見
る
と
と
て
も
お
も
し
ろ
い
も
の
で
す
。
こ
の
一
枚
の
絵
の
中
に
ざ
っ
と
二
五
〇
人
の
子
供
が
九
〇
種
類
の

遊
び
を
し
て
い
る
様
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
素
材
に
研
究
し
た
人
が
あ
っ
て
、
森
洋
子
（1936

－
）
と
い
う
方
で
す
。
図
を
色

抜
き
で
ト
レ
ー
ス
し
て
、
調
べ
て
い
ま
す
。
そ
の
図
を
借
り
て
示
す
と
次
の
よ
う
で
す
。

「
遊
び
」
再
考
（
山
田
）
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図１　ブリューゲルの「子供の遊戯」（1560年）にみるルネサンス期の遊び
森洋子「遊びの図像学」1989より

ブリューゲルの「子供の遊戯」―遊びの図像学―（森洋子著／未來社）よりトレース図抜粋

1 お手玉遊び 2 人形遊び 3 人形の家 4 祭壇ごっこ
5 梟の巣箱 6 水鉄砲 7 仮面遊び 8 ブランコ遊び
9 くるみの風車遊び 10 シャボン玉遊び 11 小鳥遊び 12 ガラガラ遊び

13 石が脚にあたるぞ 14 洗礼ごっこ 15 目隠し鬼ごっこ 16 子供椅子
17 いくつもっているまたは

奇数か偶数か 18 棒馬 19 子守りごっこ 20 ロンメルポットと縦笛
21 お粥のかきまぜごっこ 22 輪回し（男子用） 23 輪回し（女子用） 24 樽栓の穴から叫ぶ
25 シーソー（樽揺らし） 26 風船（豚の膀胱）遊び 27 尻打ち 28 牡山羊、牡山羊よ、ふらつ

くな（鹿鹿、角何本）
29 お店やさんごっこ 30 ナイフ立て 31 煉瓦積み遊び 32 髪の毛むしり
33 昆虫を捕まえる 34 ヴォラールト（パンの名

称）遊び 35 帽子、帽子を脚の間から 36 兎跳び
37 線の上での引っ張りっこ 38 足蹴り 39 噛みタバコ転がり 40 梨の木になる（逆立ち）
41 でんぐり返し 42 柵をよじ登る 43 柵の上でお馬乗り遊び 44 花嫁行列ごっこ
45 目隠し鍋たたき 46 低い竹馬 47 目隠し鬼のスリッパとり 48 ひと山に当てる、塔に向

かって投げる
49 ぐるぐる回り 50 高い竹馬 51 ぶらさがり（横木に回転す

る） 52 棒立て（バランスごっこ）

53 肥った仔牛、または袋のか
つぎっこ 54 投げ独楽（コマ） 55 鞭独楽 56 私の青い塔の中に誰がいる

の
57 カタカタ鳴らし 58 風車で槍合戦 59 穴掘り 60 砂山へ駈け登る
61 砂山から駆け降りる 62 スカートを膨らませる 63 木登り 64 浮袋（豚の膀胱）で泳ぐ
65 足を水に浸す 66 川辺から泳ぐ 67 泳いだ後で 68 ボール遊び
69 おしっこ 70 指骨遊び 71 短棒投げ 72 ボールを穴の中へ
73 子猫ちゃん、子猫ちゃん、

王様の椅子 74 地下室の扉を登る 75 取っ組み合い 76 壁さんに玉をぶつける
77 宗教行列ごっこ 78 ねずみの尻尾ごっこ 79 訪問ごっこ 80 先頭の子供に従え
81 ベンチから押し落とせ 82 馬ちゃん、牛ちゃん、仔牛

ちゃん 83 ボール隠し 84 馬のベヤールトとヘーム伯
の４人の子供たち

85 洗礼者ヨハネの祝火 86 焚火遊び 87 松明運び 88 戸口の前で歌う
89 散歩 90 吹流しをなびかせる 91 籠をぶらさげる
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目
か
く
し
鬼
、
お
手
玉
、
コ
マ
回
し
、
う
ま
と
び
、
竹
馬
、
輪
回
し
、
な
ど
な
ど
東
西
共
通
の
遊
び
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。〈
宗
教
行
事

は
キ
リ
ス
ト
教
的
な
模
倣
〉、
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
は
、
絵
の
カ
タ
ロ
グ
の
よ
う
な
も
の
を
描
こ
う
と
し
た
の
で
は
な
く
、
遊
び
に
象
徴
さ
れ
る

子
供
の
世
界
は
、
実
は
大
人
の
仕
事
と
同
じ
で
あ
り
、
逆
に
大
人
が
も
っ
た
い
ぶ
っ
て
や
っ
て
い
る
仕
事
も
、
神
の
目
か
ら
見
る
と
子
ど

も
の
お
遊
び
に
等
し
い
の
だ
よ
、
と
言
い
た
い
ら
し
か
っ
た
の
だ
、
と
解
釈
す
る
人
も
お
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
ろ
に
は
子
ど
も
遊
び
は
価
値
の
な
い
だ
れ
事
、
と
い
う
考
え
が
主
流
で
、
子
ど
も
は
大
人
の
未
熟
な
状
態
で
あ
り
、
半
人
前
と

考
え
た
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
一
九
世
紀
ま
で
の
こ
ど
も
観
で
し
た
。
絵
に
そ
れ
が
現
れ
て
い
る
の
は
―
描
か
れ
て
い
る
子
ど
も
た
ち
の
服

装
を
よ
く
見
て
く
だ
さ
い
。
大
人
の
小
型
の
服
を
着
て
い
ま
す
。
貴
族
も
庶
民
も
同
じ
で
し
た
。
こ
う
い
う
時
代
が
続
い
て
い
ま
し
た
。

　

二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
は
、
が
ら
り
と
様
子
が
変
わ
っ
て
、
子
ど
も
の
存
在
に
光
が
当
て
ら
れ
ま
す
。

　

い
ろ
ん
な
学
問
分
野
で
、
子
ど
も
独
自
の
あ
り
方
が
尊
重
さ
れ
、「
遊
び
」
に
関
し
て
学
際
的
な
研
究
が
始
ま
り
ま
し
た
。
心
理
学
も
医

学
も
盛
ん
に
児
童
を
研
究
し
始
め
、『
二
十
世
紀
は
児
童
の
世
紀
』
と
呼
ば
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
研
究
成
果
を
受
け
て
、日
本
の
幼
児
教

育
界
で
は
、
子
ど
も
が
遊
び
に
よ
っ
て
発
達
す
る
と
い
う
教
育
観
や
信
念
を
も
っ
て
保
育
実
践
を
し
て
い
く
と
い
う
気
運
が
か
な
り
隅
々

ま
で
行
き
渡
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
、
日
本
の
幼
児
教
育
は
レ
ベ
ル
が
高
い
と
世
界
で
も
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
こ
で
つ
ぎ
に
、
子
ど
も
遊
び
を
め
ぐ
っ
て
、
ど
ん
な
こ
と
が
研
究
さ
れ
、
取
り
組
ま
れ
て
い
る
か
、
そ
の
一
部
を
取
り
上
げ
て
み
た

い
と
思
い
ま
す
。
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「
遊
び
」
に
関
す
る
学
際
的
研
究
の
展
開

（
１
）
人
間
の
こ
ど
も
（
大
人
も
含
め
）
は
ど
の
よ
う
に
遊
ぶ
の
か

　

ヒ
ト
以
外
の
動
物
と
く
に
人
間
に
近
い
野
生
の
チ
ン
パ
ン
ジ
ー

の
遊
び
行
動
を
観
察
し
て
比
較
し
た
研
究
で
は
、
人
間
特
有
の
遊

び
の
ス
タ
イ
ル
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
人
間
が

交
互
交
代
的
な
社
会
的
遊
び
を
す
る
こ
と
で
す
。「
自
分
―
他
者

（
一
対
一
、
一
対
多
）」「
自
分
―
物
」「
他
者
―
物
（
モ
ノ
を
媒
介

に
し
て
他
者
と
遊
ぶ
）」
と
の
間
に
あ
る
関
係
は
、
前
二
つ
は
動
物

に
も
み
ら
れ
る
行
動
で
す
。
認
知
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
考
え
る
と
…
…

「
他
者
―
物
」
の
関
係
ま
で
含
ま
れ
る
の
が
人
間
特
有
の
遊
び
ス
タ

イ
ル
で
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
が
で
き
る
た
め
に
は
自
分
中
心
的

で
は
な
く
他
者
の
立
場
に
た
っ
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
り

ま
す
。
行
為
を
共
有
し
て
い
る
他
者
の
意
図
は
時
間
の
経
過
と
と

も
に
変
化
す
る
も
の
で
す
。
交
互
交
代
的
な
や
り
取
り
を
持
続
さ

せ
る
た
め
に
は
、
他
者
が
こ
れ
か
ら
何
を
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

民族学、文化人類学
【文化的にみる】

民俗学
【歴史的にみる】

心理学、教育学、精神医学

遊び

【発達的にみる】

図２
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か
、「
今・

こ
こ
」
で
の
文
脈
に
応
じ
て
柔
軟
か
つ
適
切
に
読
み
取
る
力
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
他
者
の
心
理
状
態
を
モ
ニ
タ
ー
し
な
が

ら
、
そ
れ
に
応
じ
て
自
分
の
行
為
を
調
整
し
な
い
か
ぎ
り
ス
ム
ー
ズ
な
交
互
交
代
的
な
遊
び
は
成
立
し
な
い
の
で
す
。

　

驚
く
べ
き
こ
と
に
、
人
間
は
生
後
一
年
も
た
た
な
い
う
ち
か
ら
他
者
の
視
点
を
自
分
の
視
点
と
融
合
さ
せ
て
遊
ぶ
（
山
田1993

）。
こ
う

し
た
性
質
は
ヒ
ト
に
特
有
で
あ
り
人
間
特
有
の
心
の
は
た
ら
き
が
映
し
出
さ
れ
て
い
る
と
い
え
ま
す
。

　

人
は
、な
ぜ
遊
ぶ
か
―
楽
し
い
か
ら
遊
ぶ
。
遊
び
に
含
ま
れ
る
楽
し
さ
の
種
類
を
考
え
た
の
が
ホ
イ
ジ
ン
ガ
の
後
継
者
で
あ
る
ロ
ジ
ェ・

カ
イ
ヨ
ワ
（1913

－1978
）
で
、『
遊
び
と
人
間
』
の
中
で
遊
び
の
四
つ
の
型
を
あ
げ
て
い
ま
す
。

　

①　

ア
ゴ
ー
ン 

競
技
、
競
争
（
か
け
っ
こ
、
鬼
ご
っ
こ
、
各
種
の
ゲ
ー
ム
）

　

②　

ア
レ
ア 

偶
然
、
機
会
（
サ
イ
コ
ロ
遊
び
、
じ
ゃ
ん
け
ん
な
ど
）

　

③　

ミ
ミ
ク
リ
ー 

模
倣
、
模
擬
（
み
た
て
、
ご
っ
こ
、
変
身
な
ど
）

　

④　

イ
リ
ン
ク
ス 

渦
巻
、
め
ま
い
（
ブ
ラ
ン
コ
、
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
し
な
ど
）

　

英
語
のplay

は
、
活
発
に
素
早
く
動
くplega

（
ア
ン
グ
ロ・
サ
ク
ソ
ン
語
）
が
原
型
で
、
カ
イ
ヨ
ワ
の
分
類
は
、
積
極
的
な
遊
び
の

も
つ
面
白
さ
の
要
因
の
意
味
あ
い
が
強
い
と
い
え
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
文
化
人
類
学
者
青
柳
ま
ち
こ
（1930

－
）
は
、
広
義
の
遊
び
を
構
想
し
、「
積
極
的
な
遊
び
」
と
「
消
極
的
な
遊
び
」

を
あ
げ
て
い
ま
す
。
日
本
語
の
「
遊
び
」
に
は
、
ゆ
っ
た
り
と
し
た
「
ゆ
と
り
」
の
意
味
合
い
を
も
多
く
含
ん
で
い
る
こ
と
が
こ
こ
に
あ

ら
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。（
た
と
え
ば
車
の
ハ
ン
ド
ル
の
遊
び
と
か
ブ
レ
ー
キ
の
遊
び
と
か
、
本
の
中
表
紙
の
一
枚
の
白
紙
を
「
遊
び
紙
」
と

「
遊
び
」
再
考
（
山
田
）
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い
う
＝
新
書・

文
庫
本
に
は
な
い
）
ま
た
東
西
で
の
感
覚
の
違
い
と
し
て
、「
遊
ん
で
い
る
」
と
い
う
場
合
に
は
、
例
え
ば
「
手
が
遊
ん
で

い
る
」
と
い
う
と
、
私
た
ち
は
、
手
が
本
来
の
仕
事
を
し
て
い
な
い
、
と
ま
っ
て
い
る
と
と
ら
え
ま
す
が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
手
が
盛
ん
に

動
い
て
い
る
様
子
を
い
う
ら
し
い
で
す
。

　

青
柳
（1977

）
は
、
図
３
に
示
す
よ
う
に
、
カ
イ
ヨ

ワ
の
四
類
型
を
構
造
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

ゆ
っ
た
り
と
コ
ー
ヒ
ー
や
お
茶
な
ど
を
飲
ん
で
く
つ
ろ

ぐ
と
か
、
テ
レ
ビ
を
見
て
笑
っ
て
い
る
と
か
、
積
極
的

で
も
ス
カ
ー
ト
を
広
げ
て
ぐ
る
ぐ
る
ま
わ
り
を
す
る
な

ど
は  

生
物
的  

と
し
、
構
成
要
素
を
通
過
せ
ず
に
心
理

的
要
素
に
ス
ト
ー
レ
ー
ト
に
移
行
し
て
楽
し
い
と
感
じ

る
「
遊
び
」
を
、
緊
張
感
が
低
い
遊
び
の
系
列
に
位
置

付
け
ま
す
。

　

私
は
た
び
た
び
ネ
パ
ー
ル
を
訪
れ
て
文
化
に
触
れ
た

中
で
い
ろ
ん
な
こ
と
に
ネ
パ
ー
ル
の
人
々
と
日
本
人
を

比
較
し
て
考
え
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
こ
こ
で
も
例
に

出
し
て
お
話
し
し
ま
す
。
ネ
パ
ー
ル
の
一
般
家
庭
の
女

性
に
「
あ
な
た
は
ど
ん
な
こ
と
を
し
て
い
る
と
き
に
『
楽

★実線は文化的行動、点線は生物的な行動をしめす。生物的行動
のばあい、文化的行動に見られるような諸種の要素を欠いて、
いきなり安楽さ、めまい、緊張といったような心理状態に直接
結びついている。二重線は、遊びの中では共存すると考える要
素を結びつける意味で山田（2005）が加えたもの

消極的

広義の遊び

積極的
形式的分類

構成要素

心理的要素

文化的 生物的

勝　敗 表　現

偶　然 熟　達

緊　張 創　意 めまい 安楽さ

緊張感 低高

図３　青柳まちこによる遊びの諸要素の相互関係

「
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」
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し
い
』
と
感
じ
ま
す
か
？
」
と
い
っ
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
し
た
と
き
に
「
棚
の
小
間
物
を
片
づ
け
て
、
き
ち
ん
と
な
っ
た
の
を
見
る
と
き
」

〈
積
極
的
〉
と
か
、「
チ
ャ
ー
（
お
茶
）
を
の
み
な
が
ら
お
し
ゃ
べ
り
す
る
と
き
」
な
ど
〈
生
物
的
〉
で
安
楽
さ
を
求
め
る
、
比
較
的
単
純

な
系
列
の
も
の
が
多
く
見
ら
れ
ま
し
た
（
山
田1997

）。

　

一
般
的
に
は
、
積
極
的
な
遊
び
、
つ
ま
り
構
成
要
素
が
複
雑
に
絡
み
合
う  

文
化
的  

な
、
緊
張
を
伴
う
遊
び
の
ほ
う
に
関
心
を
向
け
る

傾
向
が
強
い
で
す
。

　

面
白
い
と
か
楽
し
い
と
感
じ
る
か
ら
人
は
遊
ぶ
の
で
す
が
、
よ
り
一
層
楽
し
い
と
感
じ
る
条
件
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
条
件
は
、
こ
の
図

３
か
ら
読
み
取
る
と
す
る
と
、
自
分
の
も
っ
て
い
る
技
量
や
力
よ
り
ち
ょ
っ
と
上
の
難
し
さ
が
あ
る
も
の
に
挑
戦
す
る
と
き
。
緊
張
感
は

高
い
が
、
工
夫
や
練
習
（
熟
達
）
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
た
り
、
競
争
に
勝
っ
た
り
す
る
と
き
に
、
よ
り
一
層
楽
し
さ
を
感
じ
る
と
い
う
こ

と
を
示
し
て
い
ま
す
（
山
田2005

）。

（
２
）
文
化
に
よ
っ
て
遊
び
は
ど
う
か
わ
る
か

　

い
ろ
い
ろ
な
文
化
の
も
と
で
共
通
の
遊
び
も
あ
る
が
、
よ
く
観
察
し
て
い
る
と
あ
る
文
化
で
は
子
ど
も
が
よ
く
遊
ぶ
が
、
あ
る
文
化
で

は
「
遊
ば
な
い
」
も
の
や
、「
遊
び
方
が
違
う
」
と
い
う
も
の
に
も
気
づ
き
ま
す
。

　

精
神
分
析
学
の
分
野
で
は
、「
こ
ど
も
は
不
安
を
遊
ぶ
」
と
か
「
こ
ど
も
は
欲
求
を
遊
ぶ
」
と
い
う
こ
と
を
い
い
ま
す
。
ジ
ー
ク
ム
ン

ト・

フ
ロ
イ
ト
（1856

－1939

）
が
述
べ
た
有
名
な
例
が
あ
り
ま
す
。
親
た
ち
が
出
か
け
て
留
守
の
時
、
四
歳
の
孫
息
子
の
様
子
が
し

き
り
と
一
つ
の
遊
び
を
繰
り
返
し
て
い
た
と
い
う
観
察
で
す
。
糸
巻
を
遠
く
に
投
げ
て
は
「
フ
ォ
ル
ト
（
い
な
い
）」
引
き
寄
せ
て
は
「
ダ

（
い
る
）」
と
繰
り
返
し
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
遊
ん
で
い
た
。
フ
ロ
イ
ト
は
は
た
と
気
づ
い
た
。
親
た
ち
が
留
守
に
し
て
い
る
不
安
な
状
態
は

「
遊
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自
分
の
力
で
は
何
と
も
な
し
が
た
い
、
そ
れ
を
遊
び
に
し
て
、
つ
ま
り
自
分
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
る
状
態
に
し
て
耐
え
る
力
に
し
て
い

る
、
と
解
釈
し
た
わ
け
で
す
。

　

日
本
の
保
育
園
で
２
歳
児
を
観
察
し
た
と
き
に
は
、
こ
の
類
の
「
い
な
い
い
な
い・

ば
あ
的
遊
び
」
が
、
砂
場
や
保
育
室
の
カ
ー
テ
ン

の
か
げ
や
狭
い
場
所
で
た
く
さ
ん
観
察
さ
れ
ま
し
た
（
山
田1993

）。
少
し
大
き
く
な
っ
て
か
ら
す
る
鬼
ご
っ
こ
も
、
か
く
れ
ん
ぼ
う
も
、

「
不
安
を
遊
ぶ
」
こ
と
が
う
ま
く
組
織
だ
て
ら
れ
た
、
緊
張
―
解
消
の
リ
ズ
ム
の
あ
る
遊
び
と
い
え
ま
す
。

　

私
が
観
察
し
た
ネ
パ
ー
ル
の
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
と
日
本
の
子
ど
も
の
遊
び
を
比
べ
て
み
る
と
面
白
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
■
ネ
パ
ー
ル
で
は
か
く
れ
ん
ぼ
う
や
鬼
ご
っ
こ
な
ど
の
遊
び
も
、
あ
ま
り
見
な
い
。
フ
ロ
イ
ト
流
に
考
え
る
と
、
そ
れ
は
、
ボ
ー
ダ
レ

ス
な
人
間
関
係
の
強
い
結
び
つ
き
が
あ
る
社
会
文
化
の
中
で
一
人
っ
き
り
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、「
い
な
い
い
な
い
」
の
不
安
が

深
刻
な
も
の
に
な
ら
な
い
か
ら
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。

　
■
「
子
ど
も
は
欲
求
を
遊
ぶ
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
は
、
日
本
の
子
ど
も
た
ち
が
好
ん
で
す
る
砂
遊
び
や
泥
ん
こ
遊
び
を
、
ネ
パ
ー

ル
の
子
ど
も
た
ち
が
全
然
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
て
、
な
ぜ
だ
ろ
う
と
考
え
ま
し
た
。
泥
ん
こ
遊
び
は
「
ウ
ン
チ
い
じ
り
の
欲
求

の
代
償
と
し
て
、
日
本
の
子
ど
も
は
大
い
に
遊
ぶ
」
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
は
私
の
仮
説
で
す
が
。
と
い
う
の
も
、
日
本
人
の
親
た
ち
は

き
れ
い
好
き
。
清
潔
好
き
。
神
経
質
な
く
ら
い
で
す
。
幼
い
子
供
は
自
分
の
分
身
の
よ
う
な
ウ
ン
チ
を
い
と
お
し
く
思
う
。
ほ
ん
と
は
さ

わ
っ
た
り
こ
ね
た
り
し
て
み
た
い
。
で
も
厳
し
く
禁
止
さ
れ
ま
す
。
親
は
ウ
ン
チ
を
連
想
さ
せ
る
土
な
ど
で
子
ど
も
が
服
な
ど
を
汚
す
の

も
許
し
が
た
い
。
が
、
禁
止
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
惹
か
れ
る
の
が
道
理
。
ウ
ン
チ
い
じ
り
の
代
償
と
し
て
「
土
い
じ
り
」
が
好
き
な
の

で
は
な
い
か
、
と
私
は
考
え
ま
す
。
ネ
パ
ー
ル
で
は
子
供
も
大
人
も
非
常
に
土
に
近
い
土
に
親
し
い
生
活
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
ウ
ン

「
遊
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チ
は
実
際
に
排
便
の
た
び
に
手
で
（
左
の
手
で
）
流
し
拭
き
取
り
ま
す
の
で
、
ウ
ン
チ
い
じ
り
の
欲
求
は
十
分
満
た
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
、

と
納
得
し
た
の
で
す
が
、
ど
ん
な
も
の
で
し
ょ
う
（
山
田2005

）。
…
…
こ
れ
ら
は
、
先
ほ
ど
の
図
３
で
は
「
消
極
的
遊
び
」
の
系
列
に
入

る
か
と
思
い
ま
す
。

■
ネ
パ
ー
ル
の
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
で
は
組
織
的
な
大
が
か
り
な
も
の
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
う
い
っ
た
遊
び
を
リ
ー
ド
す
る
年
齢
の
子

供
で
は
本
物
の
仕
事
を
分
担
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
も
仮
説
で
は
あ
り
ま
す
が
。

■
ネ
パ
ー
ル
の
子
ど
も
た
ち
の
遊
び
に
は
、
勝
敗
を
競
う
ル
ー
ル
が
あ
ま
り
は
っ
き
り
認
め
ら
れ
な
い
。
交
代
を
し
て
延
々
と
続
け
る
タ

イ
プ
の
遊
び
方
を
し
て
い
ま
す
。
庶
民
の
生
活
で
は
資
本
主
義
が
徹
底
し
て
い
な
い
の
で
、
持
て
る
者
は
持
た
な
い
も
の
に
分
配
す
る
、

と
い
う
平
等
精
神
が
身
に
つ
い
て
い
る
か
ら
か
。

■
ネ
パ
ー
ル
で
は
い
わ
ゆ
る
賭
け
は
法
律
で
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
代
り
大
き
な
秋
祭
り
の
１
か
月
間
く
ら
い
は
解
禁
に
な
っ
て
全

面
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
、
街
の
あ
ち
こ
ち
で
賭
け
ご
と
の
輪
で
き
る
。
子
ど
も
た
ち
も
博
打
（
ば
く
ち
）
を
や
っ
て
い
い
。
私
が

覗
い
て
い
る
と
、「
や
る
？
１
ル
ピ
ー
（
約
１
円
）
か
け
る
？
」
な
ど
と
、
少
年
た
ち
が
誘
う
が
、
私
は
賭
け
事
が
嫌
い
な
の
で
や
っ
た
こ

と
が
な
く
、
そ
の
時
も
見
る
だ
け
で
し
た
。〈
な
ぜ
嫌
い
な
の
か
、
今
度
じ
っ
く
り
自
己
分
析
し
て
み
よ
う
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。〉

ま
た
、
賭
け
事
を
や
っ
て
い
る
の
は
男
性
ば
っ
か
り
で
、
女
性
は
大
人
も
子
ど
も
も
博
打
に
加
わ
っ
て
い
る
の
を
見
か
け
た
こ
と
が
な
い
。

一
説
に
よ
る
と
、
女
性
は
人
生
で
「
結
婚
」
と
か
「
出
産
」
と
か
の
大
き
な
賭
け
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
ん
な
ち
い
さ
な
賭

け
事
を
し
て
も
楽
し
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
ら
し
い
で
す
が
。
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（
３
）
子
ど
も
の
遊
び
は
ど
の
よ
う
に
発
祥
し
た
の
か

　

大
人
が
行
う
祀
り
ご
と
が
、
遊
び
の
原
型
に
な
っ
て
い
る
場
合
が
多
い
で
す
。
ま
た
生
業
（
な
り
わ
い
）
の
姿
を
ま
ね
る
こ
と
も
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
祀
り
ご
と
の
所
作
や
大
人
が
大
事
に
扱
う
道
具
は
、
子
ど
も
に
と
っ
て
神
秘
的
で
魅
力
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ら
の
払
い

下
げ
が
子
ど
も
の
遊
び
と
な
る
も
の
が
実
際
に
も
多
い
。
た
と
え
ば
、

綱
引
き
…
…
収
穫
祭
に
行
わ
れ
る
農
耕
儀
礼
だ
っ
た
。

ブ
ラ
ン
コ
…
…
今
日
で
も
ネ
パ
ー
ル
で
は
ヒ
ン
ド
ウ
教
の
祭
り
に
広
場
に
仕
立
て
ら
れ
、
大
人
は
乗
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
子
ど
も
に
は

乗
ら
せ
な
い
。
祭
り
が
終
わ
る
と
す
ぐ
に
取
り
払
わ
れ
る
。
子
煩
悩
な
親
が
木
の
枝
な
ど
に
ブ
ラ
ン
コ
を
つ
く
っ
て
や
っ
て
い
る
風
景
は

ご
く
た
ま
に
し
か
見
な
い
。
日
本
の
よ
う
に
は
完
全
に
子
供
の
遊
具
に
な
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。

ま
ま
ご
と
…
…
仏
教
徒
の
祀
り
ご
と
で
あ
る
施
餓
鬼
の
賄
を
ま
ね
た
遊
び
か
ら
「
ご
っ
こ
遊
び
」
の
代
表
と
し
て
定
着
し
た
と
い
わ
れ
て

い
ま
す
。

お
面
…
…
ペ
ル
ソ
ナ
、
仮
面
を
つ
け
る
と
そ
の
人
に
な
る
。
祀
り
ご
と
に
使
わ
れ
る
。
こ
れ
は
今
で
も
神
事
で
保
存
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
ど
も
た
ち
も
し
っ
か
り
と
遊
び
に
取
り
入
れ
て
い
ま
す
。

伝
承
遊
び
…
…
コ
マ
、
お
手
玉
な
ど
は
約
四
千
年
の
歴
史
が
あ
り
、
古
代
エ
ジ
プ
ト
時
代
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
が
親
し
ま
れ
て
き
た

こ
と
が
わ
か
っ
て
い
ま
す
。
マ
レ
ー
シ
ア
の
コ
イ
ン
の
裏
に
は
コ
マ
と
か
子
ど
も
の
お
も
ち
ゃ
が
描
か
れ
て
い
ま
す
。
日
本
の
お
手
玉
が

今
の
形
に
な
っ
た
の
は
江
戸
時
代
後
期
に
な
っ
て
か
ら
。
折
り
紙
は
奈
良
時
代
に
和
紙
の
製
法
が
伝
わ
っ
て
か
ら
、
神
社
仏
閣
で
の
御
幣

な
ど
に
使
わ
れ
た
こ
と
が
起
源
で
あ
っ
て
、
明
治
に
な
っ
て
か
ら
正
方
形
の
形
と
し
て
保
育・

教
育
の
現
場
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
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し
た
。
日
本
の
誇
る
べ
き
遊
具
の
一
つ
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

四
年
生
の
梶
原
涼
君
は
卒
業
研
究
と
し
て
「
伝
承
遊
び
に
つ
い
て
」
書
い
て
い
ま
す
ね
。「
年
代
別
に
ど
ん
な
伝
承
遊
び
を
遊
ん
だ
経
験

が
あ
る
か
」
を
ア
ン
ケ
ー
ト
で
調
べ
て
い
る
の
を
読
ま
せ
て
も
ら
い
ま
し
た
が
、
最
近
の
小
学
生
が
、
数
字
の
上
で
は
高
齢
者
と
遜
色
な

く
「
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
る
」
と
の
答
え
が
高
い
。
し
か
し
、
梶
原
君
が
定
義
し
て
い
る
よ
う
に
『
大
人
が
教
え
た
わ
け
で
は
な
く
自
然
に

伝
わ
っ
て
い
く
も
の
』、
と
い
う
「
伝
承
遊
び
」
の
定
義
で
そ
の
結
果
を
と
ら
え
て
は
、
実
際
の
姿
と
は
ず
れ
が
生
じ
る
の
で
は
な
い
か
と

思
い
ま
す
。
と
い
う
の
は
、
ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
の
普
及
は
も
の
す
ご
く
、
子
ど
も
た
ち
を
虜
に
し
て
い
る
現
代
。
小
学
校
な
ど
で
は
、

学
校
行
事
と
し
て
お
年
寄
り
に
遊
び
を
教
え
て
も
ら
う
時
間
と
い
う
の
を
年
２
回
位
設
け
て
い
る
の
で
、「
遊
ん
だ
こ
と
が
あ
る
」
と
い
う

の
は
ウ
ソ
で
は
な
い
が
、
お
年
寄
り
世
代
が
遊
ん
だ
と
い
う
こ
と
と
は
量
も
質
も
違
う
の
で
は
な
い
か
、
や
は
り
、
積
極
的
に
伝
え
て
い

か
な
い
と
、
消
え
て
し
ま
う
遊
び
が
多
い
と
思
い
ま
す
。
安
藤
正
樹
と
い
う
人
は
、
世
界
の
伝
統
遊
び
や
児
童
文
化
財
が
「
世
界
こ
ど
も

文
化
遺
産
」
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
強
く
望
む
、
と
、
遊
び
伝
承
の
運
動
を
し
て
い
る
よ
う
で
す
（
安
藤2014

）。

（
４
）
精
神
的
健
康
と
遊
び
の
関
係

　

遊
び
に
は
次
の
必
須
の
三
要
因
が
あ
り
ま
す
。
　
①
自
由
さ
　
②
柔
軟
性
　
③
交
互
性

　

自
由
さ
…
…　

想
像
力
、
創
造
性

　

柔
軟
性
…
…　

場
に
応
じ
た
仮
面
（
衣
装
も
含
め
）
の
付
け
替
え
が
可
能

　

交
互
性
…
…　

視
点
を
相
手
に
あ
わ
せ
ら
れ
る
、
社
会
性
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精
神
科
医
は
、
統
合
失
調
症
と
か
鬱
の
患
者
さ
ん
と
接
し
て
い
て
、
は
っ
き
り
と
こ
の
三
つ
の
事
に
問
題
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
と
述

べ
ま
す
（
町
沢1986

）。
能
力
は
高
い
が
生
真
面
目
で
、
融
通
が
利
か
な
い
。
い
ろ
い
ろ
に
変
化
で
き
な
い
。
自
分
の
世
界
が
中
心
で
、

相
手
の
視
点
に
立
て
な
い
、
つ
ま
り
「
遊
べ
な
い
」
人
な
の
で
あ
る
。
診
断
的
に
も
、
よ
く
似
た
症
状
が
見
ら
れ
る
患
者
さ
ん
で
あ
っ
て

も
、
遊
び
こ
め
る
人
は
統
合
失
調
症
で
は
な
い
と
診
断
で
き
る
。
子
ど
も
の
こ
ろ
か
ら
遊
び
が
下
手
、
遊
べ
な
い
子
は
要
注
意
。
発
病
を

予
防
す
る
た
め
に
も
、
幼
い
こ
ろ
か
ら
遊
び
を
楽
し
む
手
助
け
を
す
る
必
要
が
あ
る　

と
強
調
し
て
い
ま
す
。
逆
に
言
う
と
、
人
は
幼
い

時
か
ら
十
分
遊
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
三
要
素
を
育
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

　

環
境
の
中
で
か
か
え
て
し
ま
っ
た
葛
藤
は
、
強
い
不
安
や
不
適
応
を
引
き
起
こ
し
ま
す
。
葛
藤
を
解
消
す
る
間
接
的
な
一
つ
の
手
立
て

と
し
て
お
こ
な
う
プ
レ
イ・

セ
ラ
ピ
ィ
（
遊
戯
療
法
）
は
こ
ど
も
の
心
理
療
法
と
し
て
よ
く
使
わ
れ
ま
す
。
治
療
目
的
と
し
て
の
遊
び
の

も
つ
カ
タ
ル
シ
ス
的
価
値
の
ほ
か
に
も
シ
ン
ボ
ル
的
価
値
に
よ
っ
て
遊
び
を
見
て
い
る
と
い
ろ
ん
な
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
遊
具
な
ど
の

モ
ノ
を
ど
う
使
う
か
、
こ
ど
も
と
物
と
の
関
係
、
こ
ど
も
と
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
と
い
う
他
者
と
の
関
係
の
中
で
交
互
交
代
的
遊
び
が
可
能
か
、

と
い
っ
た
点
を
見
る
こ
と
で
診
断
的
に
も
有
効
に
な
り
ま
す
。「
遊
び
」
と
は
「
解
読
す
る
べ
き
言
葉
」
で
あ
る
と
精
神
療
法
家
は
み
な
し

て
い
ま
す
。

　
「
大
人
も
遊
ぶ
」
の
は
人
間
の
特
徴
と
は
言
っ
て
も
、
私
た
ち
は
毎
日
遊
ん
で
暮
ら
す
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
実
現
で
き
る
の

は
、「
遊
び
心
を
も
っ
て
」
日
々
暮
ら
す
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
伝
承
遊
び
の
演
習　
（
最
終
講
義
参
加
者
の
皆
さ
ん
に
広
告
紙
で
紙
鉄
砲
を
つ
く
っ
て
も
ら
う
）
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　「
遊
び
　
最
高
！
」

 

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。　
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