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児
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文
学
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通
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性
と
文
学
性

佐
藤
紅
緑
﹁
あ
ゝ
玉
杯
に
花
う
け
て
﹂
を
例
に
し
て

王

瑜

は
じ
め
に

日
本
児
童
文
学
研
究
に
お
い
て
︑
次
の
よ
う
な
定
説
が
あ
る
︒

一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
へ
と
時
代
が
移
ろ
う
と
し
た
時
︑
日
本
の
児

童
文
学
の
歴
史
に
︑
新
し
い
流
れ
が
生
ま
れ
た
︒
そ
れ
が
一
九
〇
〇
年
一

一
月
︑
文
武
堂
か
ら
出
版
さ
れ
た
押
川
春
浪
の
﹃
海
島
冒

険
奇
譚

海
底
軍
艦
﹄
で
︑

以
降
︑
こ
の
作
品
を
皮
切
り
に
新
し
い
流
れ
︑
す
な
わ
ち
大
衆
的
・
通
俗

的
児
童
文
学
と
呼
ば
れ
る
も
う
一
本
の
レ
ー
ル
が
︑
一
定
の
市
民
権
を
確

立
し
て
今
日
に
至
る
こ
と
と
な
る
︒

そ
れ
ま
で
の
日
本
の
児
童
文
学
は
︑
巌
谷
小
波
の
説
話
的
お
伽
噺
を
軸

に
︑
い
わ
ゆ
る
純
文
学
的
・
芸
術
的
児
童
文
学
と
大
衆
的
・
通
俗
的
児
童

文
学
の
区
別
は
殆
ど
な
か
っ
た
が
︑
新
し
い
世
紀
を
迎
え
よ
う
と
い
う
時

期
に
な
っ
て
︑
両
者
の
区
別
が
で
き
は
じ
め
︑
そ
し
て
以
後
︑
今
日
に
至

る
ま
で
二
つ
の
レ
ー
ル
は
時
に
交
る
動
き
も
見
せ
な
が
ら
︑
基
本
的
に
は

画
然
と
分
か
れ
た
ま
ま
で
あ
る
︒
︵
鳥
越
信
編
著
﹃
は
じ
め
て
学
ぶ

日

本
児
童
文
学
史
﹄
︹
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
︑
二
〇
〇
一
・
四
︺
第
六
章

押

川
春
浪
と
立
川
文
庫
︶

日
本
児
童
文
学
の
二
つ
の
レ
ー
ル
と
し
て
︑
純
文
学
的
・
芸
術
的
児
童
文
学

は
︑
大
正
期
の
﹃
赤
い
鳥
﹄
に
代
表
さ
れ
る
作
品
群
が
始
ま
り
と
さ
れ
︑
一
方
︑

大
衆
的
・
通
俗
的
児
童
文
学
は
︑
大
正
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
の
﹃
少
年
倶

楽
部
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
作
品
群
が
代
表
と
さ
れ
て
い
る
︒
し
か
し
︑
こ
の
二
つ

の
児
童
文
学
は
︑
児
童
文
学
史
に
お
い
て
も
︑
児
童
文
学
研
究
に
お
い
て
も
︑

同
列
に
置
か
れ
て
評
価
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
︒
﹃
赤
い
鳥
﹄
と

﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
を
例
示
す
る
と
︑
﹃
赤
い
鳥
﹄
に
つ
い
て
︑
滑
川
道
夫
は
﹁
単

に
児
童
文
学
の
面
で
画
期
的
な
業
績
を
あ
げ
た
ば
か
り
で
な
く
︑
ひ
ろ
く
日
本

児
童
文
化
や
教
育
の
面
に
お
よ
ん
で
︑
改
新
的
な
意
義
を
も
っ
た
︒
日
本
児
童

大
衆
児
童
文
学
の
通
俗
性
と
文
学
性

五
七



文
学
史
上
︑
お
伽
噺
を
克
服
し
て
︑
近
代
的
児
童
文
学
を
現
出
さ
せ
︑
発
展
の

礎
石
を
き
ず
い
た
点
で
な
が
く
記
憶
さ
れ
る
︒
﹂
︵
﹁
﹃
赤
い
鳥
﹄
の
児
童
文
学
史

的
位
置
﹂
﹃
赤
い
鳥
研
究
﹄
小
峰
書
店
︑
一
九
六
五
・
四
︶
と
述
べ
て
い
る
︒

一
方
︑
忠
臣
孝
子
︑
勇
将
烈
士
を
多
く
描
く
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
に
つ
い
て
は
︑

以
下
の
よ
う
に
解
説
さ
れ
る
︒

﹁
お
も
し
ろ
く
て
︑
た
め
に
な
る
﹂
と
い
う
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
︑
低
俗
な

娯
楽
性
と
反
動
的
な
教
化
性
を
意
味
し
︑
こ
れ
で
国
民
の
お
く
れ
た
意
識

を
と
ら
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
︒
商
業
主
義
的
な
少
年
少
女
雑
誌
は
︑
明

治
末
年
以
降
︑
だ
い
た
い
こ
の
よ
う
な
性
格
を
帯
び
て
き
た
が
︑
そ
れ
を

あ
か
ら
さ
ま
に
強
く
お
し
だ
し
た
こ
と
が
︑
競
争
誌
の
圧
倒
に
成
功
し
た

も
の
で
あ
っ
た
︒
﹁
少
年
倶
楽
部
﹂
に
連
載
さ
れ
︑
満
州
事
変
に
さ
き
だ

っ
て
単
行
本
に
も
な
っ
た
山
中
峯
太
郎
の
﹁
敵
中
横
断
三
百
里
﹂
は
︑
日

露
戦
争
の
お
り
の
将
校
斥
候
の
活
躍
を
描
い
た
国
策
的
の
冒
険
読
物
で
︑

こ
の
時
期
の
典
型
の
一
つ
と
い
え
よ
う
︒
︵
菅
忠
道
﹁
解
説

プ
ロ
レ
タ

リ
ア
童
話
か
ら
生
活
童
話
へ
﹂
﹃
日
本
児
童
文
学
大
系
③
﹄
三
一
書
房
︑

一
九
五
五
・
六
︶

要
す
る
に
︑
﹃
赤
い
鳥
﹄
は
高
く
評
価
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
︑
大
衆

的
・
通
俗
的
児
童
文
学
雑
誌
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
は
︑
多
く

の
場
合
︑
俗
悪
な
も
の
︑
価
値
の
低
い
も
の
と
い
う
印
象
で
受
け
と
め
ら
れ
る

こ
と
が
多
い
︒
実
際
に
子
ど
も
た
ち
が
手
に
と
る
機
会
は
多
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
︑
正
統
な
児
童
文
学
か
ら
外
れ
た
も
の
と
し
て
︑
文
学
研
究
の
対
象
と
し
て

は
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
純
文
学
的
児
童
文
学
が

さ
ま
ざ
ま
な
批
評
活
動
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
の
に
対
し
て
︑
大
衆
児
童
文
学

の
研
究
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
行
わ
れ
て
お
ら
ず
︑
貧
し
い
状
態
に
あ
る
と
言
え

よ
う①
︒

一

大
衆
児
童
文
学
研
究
の
必
要
性

大
衆
児
童
文
学
の
研
究
で
必
ず
と
言
っ
て
よ
い
ほ
ど
引
用
さ
れ
る
論
文
は
︑

次
の
佐
藤
忠
男
の
﹁
少
年
の
理
想
主
義
に
つ
い
て

﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
の
再

評
価
﹂
︵
﹃
思
想
の
科
学
﹄
一
九
五
九
・
三
︶
で
あ
ろ
う②
︒

た
し
か
に
︑
私
た
ち
は
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
か
ら
︑
山
中
峯
太
郎
の
大
陸

雄
飛
思
想
︑
平
田
晋
策
の
ア
メ
リ
カ
討
つ
べ
し
主
義
︑
佐
藤
紅
緑
の
立
身

出
世
主
義
︑
﹁
冒
険
ダ
ン
吉
﹂
の
南
進
思
想
︑
な
ど
を
学
ん
だ
に
相
違
な

い
が
︑
私
た
ち
自
身
︑
進
ん
で
熱
心
に
読
み
ふ
け
っ
た
以
上
︑
単
に
外
側

か
ら
の
影
響
と
言
い
捨
て
る
だ
け
で
は
問
題
は
片
づ
か
な
い
︒
私
た
ち
自

身
の
内
部
の
問
題
と
し
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
だ
︒
︵
略
︶

一
口
に
言
っ
て
︑
少
年
時
代
の
私
た
ち
が
求
め
て
い
た
も
の
は
︑
少
年

に
も
分
る
よ
う
な
形
の
︑
あ
る
い
は
少
年
で
あ
れ
ば
こ
そ
分
る
よ
う
な
形

の
強
烈
な
観
念
で
あ
っ
て
︑
素
朴
経
験
主
義
的
な
日
常
瑣
末
事
で
は
な
か

っ
た
︒
正
義
と
は
？

人
間
と
は
？

国
家
と
は
？

死
と
は
？

そ
れ

大
衆
児
童
文
学
の
通
俗
性
と
文
学
性

五
八



ら
が
ま
ず
問
題
で
あ
り
︑
む
ろ
ん
︑
美
と
は
？

と
い
う
観
念
も
あ
っ
た

け
れ
ど
︑
そ
れ
は
︑
前
の
よ
う
な
観
念
を
軸
と
し
て
形
成
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
が
ゆ
え
に
︑
素
朴
経
験
主
義
的
な
観
照
的
な
美
意
識
と
は
違
う
構
造

の
も
の
で
あ
っ
た
︒

こ
の
論
文
に
お
い
て
︑
そ
れ
ま
で
雑
誌
側
の
大
衆
宣
伝
や
情
報
操
作
と
し
て

糾
弾
さ
れ
て
き
た
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
を
︑
佐
藤
忠
男
は
自
分
の
子
ど
も
の
頃
の

経
験
を
踏
ま
え
︑
読
者
自
我
形
成
の
内
部
の
問
題
と
し
て
再
定
義
し
て
い
る
︒

佐
藤
が
提
起
し
た
問
題
は
︑
当
時
の
児
童
文
学
界
に
波
紋
を
投
げ
か
け
た
も
の

の
︑
依
然
と
し
て
大
衆
児
童
文
学
の
﹁
低
俗
な
娯
楽
性
﹂
や
﹁
反
動
的
な
教
化

性
﹂
を
主
張
す
る
よ
う
な
︑
否
定
的
な
論
調
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
︒
例
え
ば
︑

菅
忠
道
は
﹁
だ
か
ら
と
い
っ
て
︑
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
に
掲
載
さ
れ
て
人
気
を
呼

ん
だ
読
物
こ
そ
が
︑
日
本
児
童
文
学
史
の
主
流
に
位
置
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
の
だ
ろ
う
か
︒
作
品
が
社
会
的
文
化
的
大
き
な
影
響
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と

と
︑
作
品
の
文
学
的
な
高
さ
は
︑
こ
の
ば
あ
い
一
致
し
て
い
な
い
︒
﹂
と
強
く

反
論
し
︑
﹁
文
学
性
の
低
い
作
品
は
︑
メ
ル
ヘ
ン
や
生
活
童
話
の
系
列
の
中
に

も
あ
る
︒
そ
う
い
う
作
品
は
︑
こ
こ
で
批
判
さ
れ
た
よ
う
な
児
童
文
学
史
・
児

童
文
学
論
で
も
重
ん
じ
ら
れ
な
い
の
が
普
通
で
あ
る
︒
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
の
作

品
は
大
衆
的
で
子
ど
も
に
よ
ろ
こ
ば
れ
は
し
た
が
︑
文
学
的
に
は
低
い
︒
﹂

︵
﹁
昭
和
期
児
童
文
学
と
そ
の
背
景
﹂
﹃
新
選
日
本
児
童
文
学
�
昭
和
篇
﹄
小
峰

書
店
︑
一
九
五
九
・
五
︶
と
主
張
し
て
い
る
︒

佐
藤
忠
男
の
ほ
か
に
︑
大
衆
児
童
文
学
研
究
の
必
要
性
を
真
正
面
か
ら
論
じ

る
も
の
と
し
て
︑
上
笙
一
郎
の
﹁
大
衆
児
童
文
学
論

ふ
た
つ
の
児
童
文
学

に
つ
い
て
﹂
︵
﹃
児
童
文
学
﹄
一
九
六
四
・
三
︶
が
あ
る
︒
上
は
論
文
の
中
で
︑

次
の
よ
う
に
言
う③
︒

日
本
の
純
児
童
文
学
は
︑
近
代
文
学
が
私
小
説
に
も
と
め
た
と
こ
ろ
を

児
童
文
学
に
も
と
め
た
も
の
で
あ
っ
て
︑
そ
の
点
で
︑
私
小
説
の
一
変
種

と
い
っ
て
も
ま
ち
が
い
で
な
い
の
で
あ
る
︒
︵
略
︶
純
児
童
文
学
が
︑
こ

の
よ
う
な
思
想
と
性
格
の
文
学
と
し
て
定
着
し
て
し
ま
っ
た
と
き
︑
こ
れ

に
満
足
で
き
ぬ
子
ど
も
た
ち
は
︑
自
分
た
ち
の
欲
求
を
︑
ほ
か
の
と
こ
ろ

へ
求
め
る
よ
り
ほ
か
は
な
か
っ
た
︒
そ
う
し
て
︑
そ
こ
に
登
場
し
て
き
た

の
が
︑
お
も
し
ろ
い
と
い
う
こ
と
を
第
一
の
旗
と
し
て
か
か
げ
た
︑
い
わ

ゆ
る
大
衆
児
童
文
学
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
︵
略
︶
大
衆
児
童
文
学
を
︑
よ

く
読
み
も
せ
ず
に
糾
弾
し
︑
否
定
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
︑
は
な
は
だ
し

く
ま
ち
が
っ
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
に
︑
大
衆
児
童
文
学
研
究
の
必
要
性
が
問
題
と
さ
れ
︑
具
体
的
な

研
究
も
徐
々
に
展
開
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
研
究
成
果
を
挙
げ
る
と
︑
例
え
ば
︑

少
年
小
説
の
誕
生
か
ら
終
焉
ま
で
︑
作
家
別
︑
ジ
ャ
ン
ル
別
に
論
じ
る
﹃
少
年

小
説
の
系
譜
﹄
︵
幻
影
城
︑
一
九
七
八
・
二
︶
に
代
表
さ
れ
る
二
上
洋
一
の
一

連
の
研
究
が
あ
る
︒
ま
た
︑
昭
和
前
期
の
児
童
文
学
の
歴
史
を
辿
る
中
で
︑
佐

藤
紅
緑
︑
佐
々
木
邦
︑
山
中
峯
太
郎
を
中
心
に
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
の
作
品
を
論

大
衆
児
童
文
学
の
通
俗
性
と
文
学
性

五
九



じ
る
桑
原
三
郎
の
﹃
少
年
倶
楽
部
の
頃

昭
和
前
期
の
児
童
文
学
﹄
︵
慶
応
通

信
︑
一
九
八
七
・
一
︶
を
始
め
︑
児
童
文
学
史
研
究
の
著
作
が
見
ら
れ
る
︒
そ

し
て
︑
メ
デ
ィ
ア
研
究
が
発
達
す
る
に
つ
れ
︑
児
童
雑
誌
も
そ
の
研
究
対
象
と

し
て
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
︒
例
え
ば
︑
雑
誌
と
読
者
の
間
に
存
在

す
る
ア
ク
シ
ョ
ン

リ
ア
ク
シ
ョ
ン
の
構
造
に
着
目
し
︑
新
し
い
研
究
方
法
の

模
索
を
試
み
る
岩
橋
郁
郎
の
﹃
﹁
少
年
倶
楽
部
﹂
と
読
者
た
ち
﹄
︵
ゾ
ー
オ
ン
社
︑

一
九
八
八
・
一
︶
が
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
近
年
︑
大
衆
文
化
研
究
の
一
環
と
し
て

江
戸
川
乱
歩
の
よ
う
な
有
名
作
家
の
作
家
作
品
研
究
も
進
展
を
遂
げ
て
い
る
︒

鳥
越
信
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
︑
﹁
大
衆
的
・
通
俗
的
児
童
文
学
を
視
野
に

お
さ
め
た
グ
ロ
ー
バ
ル
な
観
点
が
必
要
だ
と
い
う
の
は
今
で
は
常
識④
﹂
で
あ
る
︒

だ
が
︑
メ
デ
ィ
ア
研
究
の
方
向
︑
カ
ル
チ
ュ
ラ
ル
・
ス
タ
デ
ィ
ー
ズ
の
方
向
か

ら
の
新
し
い
ア
プ
ロ
ー
チ
が
盛
ん
に
試
み
ら
れ
て
い
る
も
の
の
︑
文
学
研
究
の

領
域
で
は
︑
依
然
と
し
て
︑
そ
の
研
究
の
価
値
は
純
文
学
的
児
童
文
学
研
究
よ

り
下
位
に
あ
る
︑
と
い
う
の
が
一
般
の
認
識
で
あ
ろ
う
︒
敢
え
て
そ
れ
を
文
学

研
究
と
し
て
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
︑
研
究
行
為
自
体
に
は
常
に
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
が
付
き
纏
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
︒
と
い
う
の
は
︑
大
衆
児
童
文
学
肯
定

派
の
主
張
が
︑
﹁
読
者
で
あ
る
子
供
に
広
く
読
ま
れ
て
い
た
﹂
と
い
う
点
に
そ

の
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
事
に
終
始
し
︑
否
定
派
が
指
摘
し
た
﹁
文
学
性
の

低
さ
﹂
に
つ
い
て
は
︑
意
識
的
に
か
無
意
識
的
に
か
︑
言
及
を
避
け
て
い
る
︑

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

こ
こ
で
︑
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
ま
れ
る
︒
な
ぜ
︑
大
衆
児
童
文
学
は
文
学

研
究
と
し
て
論
じ
に
く
い
の
か
︒

二

通
俗
は
俗
悪
な
の
か

二
上
洋
一
は
﹃
少
年
小
説
の
系
譜
﹄
︵
同
前
︶
の
中
で
︑
少
年
小
説
の
ジ
ャ

ン
ル
を
次
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
︒

時
代
小
説

吉
川
英
治

大
佛
次
郎

伝
奇
小
説

高
垣
眸

伝
記
物
語

池
田
宣
政

秘
境
冒
険
小
説

南
洋
一
郎

軍
事
探
偵
小
説

山
中
峯
太
郎

科
学
冒
険
小
説

海
野
十
三

探
偵
小
説

江
戸
川
乱
歩

野
村
胡
堂

熱
血
友
情
物
語

佐
藤
紅
緑

軍
事
小
説

平
田
晋
策

ユ
ー
モ
ア
小
説

佐
々
木
邦

サ
ト
ウ
・
ハ
チ
ロ
ー

動
物
物
語

椋
鳩
十

少
年
詩

西
条
八
十

サ
ト
ウ
・
ハ
チ
ロ
ー

確
か
に
︑
冒
険
小
説
や
軍
事
小
説
が
侵
略
主
義
的
な
思
想
︑
時
代
小
説
や
伝

記
物
語
が
封
建
的
な
忠
君
思
想
と
結
び
付
き
や
す
い
の
は
事
実
で
あ
る
︒
し
か

大
衆
児
童
文
学
の
通
俗
性
と
文
学
性

六
〇



し
︑
作
中
に
現
れ
て
い
る
政
治
や
思
想
︑
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
の
作
品
内
容
の

問
題
と
︑
読
者
の
ニ
ー
ズ
に
応
え
よ
う
と
す
る
創
作
技
法
の
問
題
と
を
混
同
さ

せ
て
は
な
ら
な
い
︒

セ
シ
ル
・
サ
カ
イ
は
﹃
日
本
の
大
衆
文
学
﹄
︵
平
凡
社
︑
一
九
九
七
・
二
︶

の
中
で
︑
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
六
機
能
図
式
を
借
り
て
︑

大
衆
文
学
の
﹁“
言
語
伝
達
の
行
為
”
が
結
び
つ
け
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
構
成
要

素
﹂
を
示
し
︑
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る⑤
︒

メ
ッ
セ
ー
ジ
︵
創
造
す
る
人
間
の
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
密
接
に
結

び
つ
い
た
テ
キ
ス
ト
の
独
創
性
お
よ
び
美
し
さ
︶
に
重
点
を
置
く
こ
と
を

特
徴
と
す
る
伝
統
的
な
文
学
の
プ
ロ
セ
ス
と
は
異
な
っ
て
︑
大
衆
文
学
は
︑

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
読
者
の
期
待
と
の
あ
い
だ
の
暗
黙
の
了
解
の
た
め
に
︑
あ

ら
ゆ
る
力
を
動
員
し
よ
う
と
す
る
︒
重
点
は
何
よ
り
も
“
受
信
者
”
に
置

か
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
は
“
コ
ー
ド
”
と
“
コ
ン
テ
ク
ス
ト
”
が
連
携
し

て
働
く
お
か
げ
で
あ
り
︑
そ
う
し
た
“
コ
ー
ド
”
と
“
コ
ン
テ
ク
ス
ト
”

の
連
携
そ
れ
自
体
は
交
話
的
︵“
接
触
”
︶
シ
ス
テ
ム
の
有
効
性
に
従
属
し

て
い
る
︒“
メ
ッ
セ
ー
ジ
”
の
布
置
︑
し
た
が
っ
て
ま
た
著
者
︵“
発
信

者
”
︶
の
動
機
は
︑
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
特
殊
な
組
み
合
せ
の
合
力
と
し

て
現
れ
て
く
る
︒

作
家
の
自
己
表
現
に
重
点
が
置
か
れ
る
作
品
に
対
し
て
︑
大
衆
文
学
の
作
品

は
︑
何
よ
り
ま
ず
読
者
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
︒
そ
こ
で
は
︑
作
品
が
指

し
示
し
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
︑
作
者
と
読
者
に
共
通
す
る
コ
ー
ド
が
最
も

強
調
さ
れ
て
い
る
要
素
で
あ
る
︒

繰
り
返
し
に
な
る
が
︑
こ
れ
ま
で
の
大
衆
児
童
文
学
研
究
の
中
で
︑
研
究
者

は
﹁
読
者
で
あ
る
子
供
に
広
く
読
ま
れ
て
い
た
﹂
と
い
う
点
に
そ
の
価
値
を
見

出
そ
う
と
す
る
事
に
終
始
し
︑
大
衆
児
童
文
学
否
定
派
が
指
摘
し
た
﹁
文
学
性

の
低
さ
﹂
に
つ
い
て
は
︑
言
及
を
避
け
て
い
る
︒

し
か
し
︑
﹁
読
者
に
広
く
読
ま
れ
て
い
た
﹂
と
い
う
事
実
を
強
調
し
︑
な
ぜ

こ
れ
ほ
ど
読
ま
れ
て
い
た
の
か
を
分
析
す
る
だ
け
で
は
︑
文
学
研
究
の
根
本
を

見
誤
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒
言
い
換
え
れ
ば
︑
大
衆
児
童
文
学
を
文
学

研
究
の
対
象
と
し
て
取
り
上
げ
る
時
︑
そ
の
﹁
文
学
性
﹂
が
ど
こ
に
あ
る
か
と

い
う
問
題
を
究
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒

先
ほ
ど
分
析
し
た
と
お
り
︑
﹁
文
学
性
﹂
と
は
︑
必
ず
し
も
作
者
の
イ
ン
ス

ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
る
作
品
の
独
創
性
と
美
し
さ
だ
け
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
︒

他
の
い
か
な
る
ジ
ャ
ン
ル
よ
り
重
点
が
読
者
に
置
か
れ
る
大
衆
児
童
文
学
に
お

い
て
は
︑
読
者
が
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
と
︑
作
者
と
読
者

に
共
通
す
る
コ
ー
ド
が
ど
の
よ
う
に
作
品
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
か
︑
そ
こ
に

大
衆
児
童
文
学
独
自
の
﹁
文
学
性
﹂
が
見
出
せ
る
の
で
あ
ろ
う
︒
今
ま
で
大
衆

児
童
文
学
研
究
が
忌
避
し
て
き
た
大
衆
児
童
文
学
の
通
俗
性
と
い
う
問
題
を
︑

こ
の
角
度
か
ら
見
直
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
そ
こ
で
︑
以
下
︑
佐
藤
紅

緑
の
﹁
あ
ゝ
玉
杯
に
花
う
け
て
﹂
を
例
と
し
て
検
討
を
加
え
た
い
︒

大
衆
児
童
文
学
の
通
俗
性
と
文
学
性

六
一



17.114.119.814 (1925)

女男年度

表� 中等教育機関への進学率

昭和� (1930) 21.1 15.5 18.3

平均

38 (1905) 12.4 4.2 8.8

33 (1900)

4.3％1.3％5.1％明治28年 (1895)

12.39.213.943 (1910)

8.62.711.1

11.519.7� (1920)

8.15.010.8大正	 (1915)

引用：文部省『日本の成長と教育 教育の

展開と経済の発達』（帝国地方行政学会，

一九六二・十一）三九頁。

15.8

三

｢
あ
ゝ
玉
杯
に
花
う
け
て
﹂
に
み
る
大
衆
児
童
文
学
の

文
学
性

｢
あ
ゝ
玉
杯
に
花
う
け
て
﹂
︵
以
下
﹁
玉
杯
﹂
と
略
︶
は
︑
昭
和
二
年
五
月
か

ら
昭
和
三
年
四
月
に
か
け
て
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
に
連
載
さ
れ
た
作
品
で
あ
る
︒

満
天
下
の
少
年
が
熱
読
す
べ
き
立
志
小
説
﹃
あ
ゝ
玉
杯
に
花
う
け
て
﹄

本
誌
五
月
号
よ
り
連
載

文
壇
の
大
家
佐
藤
紅
緑
先
生
が
︑
前
途
あ
る
天
下
の
少
年
に
対
す
る
︑

燃
ゆ
る
よ
う
な
熱
情
か
ら
︑
心
血
を
そ
ゝ
い
で
執
筆
さ
れ
た
一
代
の
大
傑

作
！

少
年
と
い
う
少
年
が
︑
一
読
発
奮
︑
終
生
忘
れ
る
こ
と
の
出
来
な

い
よ
う
な
強
い
感
動
を
の
こ
す
も
の
︑
曽
て
見
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た

大
立
志
小
説
︑
希
望
に
向
か
っ
て
進
ま
る
ゝ
少
年
諸
君
の
道
程
を
て
ら
す

光
明
と
し
て
熱
読
す
べ
き
は
こ
れ
で
あ
る
︒
︵
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
昭
和
二
年

四
月
号
︶

上
記
の
よ
う
に
︑
昭
和
二
年
四
月
号
に
載
っ
て
い
る
作
品
の
予
告
は
︑
﹁
曽

て
見
る
こ
と
の
出
来
な
か
っ
た
大
立
志
小
説
﹂
と
紹
介
し
︑
感
動
︑
そ
し
て
︑

希
望
と
夢
を
与
え
る
作
品
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
読
者
に
伝
え
る
︒
物
語
は
︑
チ

ビ
公
と
あ
だ
名
さ
れ
︑
父
の
な
い
貧
し
い
家
庭
に
育
ち
︑
豆
腐
屋
の
伯
父
の
店

で
手
伝
い
を
し
て
い
る
主
人
公
の
青
木
千
三
︑
千
三
を
暴
力
で
脅
か
し
た
り
︑

い
じ
め
た
り
す
る
役
場
の
助
役
の
息
子
坂
井
巌
︑
そ
し
て
︑
千
三
の
味
方
を
し

て
く
れ
る
優
等
生
の
柳
光
一
︑
こ
の
三
人
を
中
心
に
展
開
す
る
︒

あ
る
日
︑
厳
の
乱
暴
に
耐
え
か
ね
た
伯
父
が
坂
井
家
に
乗
り
込
み
︑
厳
の
父

親
に
暴
力
を
ふ
る
っ
て
し
ま
う
︒
こ
の
事
件
に
よ
っ
て
︑
千
三
の
伯
父
は
警
察

に
留
置
さ
れ
︑
千
三
は
ま
す
ま
す
苦
況
に
立
た
さ
れ
る
︒
だ
が
︑
光
一
の
友
情

や
同
じ
よ
う
な
境
遇
に
あ
る
安
場
先
輩
ら
の
励
ま
し
に
支
え
ら
れ
︑
黙
々
先
生

こ
と
篠
原
先
生
の
夜
学
に
通
っ
て
苦
学
し
た
末
︑
千
三
は
専
検
を
経
て
晴
れ
て

一
高
入
学
を
果
た
す
︒

昭
和
初
期
頃
の
日
本
に
お
い
て
︑
初
等
教
育
は
普
及
し
て
い
た
が
︑
中
等
教

育
へ
の
進
学
率
は
ま
だ
低
か
っ
た
と
言
え
る
︒
大
正
末
か
ら
昭
和
初
期
の
小
学

校
で
は
︑
中
学
に
進
学
す
る
者
は
五
︑
六
人
に
一
人
と
い
う
割
合
で
あ
っ
た

大
衆
児
童
文
学
の
通
俗
性
と
文
学
性

六
二



︵
表
�
︶
︒
つ
ま
り
︑
大
多
数
の
少
年
が
小
学
校
を
終
え
た
ら
す
ぐ
に
労
働
者
と

し
て
働
か
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
そ
う
い
う
少
年
た
ち
の
中
に

も
向
学
心
を
持
つ
者
は
少
な
く
な
か
っ
た
︒
中
学
︑
そ
し
て
高
等
学
校
に
進
学

す
る
夢
を
持
っ
て
い
る
彼
ら
に
と
っ
て
︑
﹁
玉
杯
﹂
の
一
番
の
魅
力
は
︑
主
人

公
千
三
が
逆
境
に
負
け
ず
︑
忍
耐
と
努
力
で
遂
に
成
功
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で

あ
ろ
う
︒

例
え
ば
︑
﹁
玉
杯
﹂
連
載
中
に
︑
読
者
か
ら
次
の
よ
う
な
投
書
が
寄
せ
ら
れ

て
い
る
︒牧

星
先
生⑥
お
め
で
と
う
！

近
所
の
友
達
は
全
部
読
者
に
な
り
ま
し
た
︒

実
に
少
倶
万
歳
で
す
︒
学
校
の
友
達
は
及
ば
ず
な
が
ら
︑
四
人
を
熱
心
な

愛
読
者
に
し
ま
し
た
︒
立
派
な
新
年
号
よ
！

之
を
見
て
買
わ
ぬ
者
な
し

の
有
り
様
で
す
︒
﹁
あ
ゝ
玉
杯
に
﹂
を
読
ん
だ
時
は
思
わ
ず
胸
を
躍
ら
し

ま
し
た
︒
都
合
で
中
学
へ
ゆ
け
な
い
私
等
の
無
二
の
友
達
で
す
︒
私
は
き

っ
と
︑
勉
強
し
て
︑
中
学
の
者
に
負
け
ま
い
と
決
心
し
ま
し
た
︒
終
わ
り

に
の
ぞ
み
少
倶
の
発
展
を
祈
り
ペ
ン
を
置
き
ま
す
︒
︵
横
浜
市
長
者
町
九

丁
目
九
二

東
福
寺
武
︶
︵
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
昭
和
三
年
二
月
号
︶

雑
誌
﹃
受
験
と
学
生
﹄
︵
研
究
社
︑
昭
和
二
年
十
月
号
︶
に
﹁
独
学
者
へ
の

高
検
と
専
検
と
高
資⑦
と
の
関
係
﹂
と
い
う
記
事
が
あ
る
︒

中
学
四
年
修
了
者
及
び
中
等
学
校
︵
師
範
学
校
︑
甲
種
程
度
の
商
業
学

校
︑
工
業
学
校
︑
農
業
学
校
︑
水
産
学
校
︑
商
船
学
校
等
︶
の
卒
業
者
以

外
の
独
学
者
で
︑
高
等
学
校
や
又
は
三
ヶ
年
の
大
学
予
科
に
入
学
す
る
に

は
︑
﹁
高
等
学
校
入
学
資
格
試
験
﹂
を
受
け
れ
ば
よ
い
事
は
︑
勿
論
受
験

者
諸
君
の
御
承
知
の
通
り
で
あ
る
が
︑
新
し
い
愛
読
者
の
少
年
諸
君
の
為

に
︑
茲
に
﹁
高
検
﹂
﹁
専
検
﹂
及
﹁
高
資
﹂
の
性
質
と
︑
其
三
者
の
関
係

と
を
詳
述
す
る
こ
と
と
す
る
︒

先
づ
高
等
学
校
入
学
資
格
試
験
と
い
ふ
の
は
︑
俗
に
﹁
高
検
﹂
と
云
つ

て
︑
独
学
者
の
中
学
四
年
修
了
の
資
格
試
験
で
あ
る
︒
︵
略
︶
専
検
︑
即

ち
専
門
学
校
入
学
者
検
定
試
験
と
い
ふ
の
は
︑
中
学
校
︑
甲
種
程
度
の
実

業
学
校
︵
商
業
学
校
︑
工
業
学
校
︑
農
業
学
校
︑
水
産
学
校
︑
商
船
学
校

等
︶
︑
師
範
学
校
︑
高
等
女
学
校
︑
女
子
実
業
学
校
等
を
卒
業
し
な
い
者

が
︑
中
学
校
又
は
女
学
校
の
卒
業
生
と
同
様
に
︑
一
般
の
高
級
学
校
に

凡
て
入
学
す
る
事
の
出
来
る
資
格
を
作
る
試
験
で
あ
る
事
は
い
ふ
迄
も
な

い
︒

こ
の
記
事
に
よ
る
と
︑
当
時
︑
独
学
少
年
が
高
等
学
校
に
進
学
す
る
方
法
と

言
え
ば
︑
主
と
し
て
﹁
高
検
﹂
と
﹁
専
検
﹂
と
い
う
二
つ
の
検
定
試
験
が
あ
り
︑

そ
の
ど
ち
ら
か
に
合
格
す
れ
ば
高
等
学
校
受
験
資
格
が
得
ら
れ
る
︒
そ
の
上
で
︑

第
一
高
等
学
校
の
入
学
試
験
に
合
格
す
れ
ば
︑
晴
れ
て
第
一
高
等
学
校
の
学
生

に
な
れ
る
︒
﹁
玉
杯
﹂
の
主
人
公
千
三
が
選
ん
だ
道
は
そ
の
中
の
﹁
専
検
﹂
で

あ
る
︒
ま
た
︑
小
説
の
中
に
千
三
の
先
輩
安
場
五
郎
と
い
う
人
物
が
い
る
︒
彼

も
黙
々
塾
出
身
で
︑
﹁
一
高
生
﹂
を
経
て
︑
小
説
の
最
後
に
﹁
今
倫
敦
の
日
本
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大
使
館
に
居
ま
す
﹂
と
描
か
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
い
わ
ゆ
る
エ
リ
ー
ト
官
僚
と

な
っ
た
︒

齋
木
喜
美
子
は
竹
内
洋
の
﹃
立
身
出
世
主
義
﹄
を
引
用
し
︑
次
の
よ
う
に
述

べ
る
︒

竹
内
洋
は
﹃
立
身
出
世
主
義
﹄
︵
Ｎ
Ｈ
Ｋ
出
版
︑
一
九
九
七
年
︑
一
六

二

一
六
三
頁
参
照
︶
の
中
で
︑
講
義
録
等
で
独
学
す
る
の
は
ピ
ア
ノ
を

教
則
本
だ
け
で
習
得
す
る
の
に
等
し
く
︑
大
多
数
の
者
が
挫
折
し
た
と
述

べ
て
い
る
︒
実
際
︑
戦
前
の
専
検
合
格
率
は
全
受
験
者
の
五
・
六
％
程
度

で
︑
試
験
前
に
あ
き
ら
め
て
し
ま
っ
た
数
ま
で
勘
定
に
入
れ
る
と
︑
一
％

に
も
満
た
な
い
︒
し
か
も
そ
こ
か
ら
高
等
学
校
や
専
門
学
校
の
入
学
試
験

に
合
格
す
る
と
な
る
と
︑
サ
バ
イ
バ
ル
率
は
さ
ら
に
減
っ
て
い
く
だ
ろ
う

と
指
摘
し
て
い
る
︒
こ
の
指
摘
は
非
常
に
興
味
深
い
︒
つ
ま
り
佐
藤
紅
緑

の
描
く
小
説
中
の
主
人
公
の
よ
う
に
︑
専
検
制
度
を
利
用
し
て
上
級
学
校

へ
進
学
す
る
の
は
至
難
の
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
可
能
性

が
な
い
と
は
い
え
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
︑
大
多
数
の
少
年
た
ち
に

と
っ
て
︑
独
学
か
ら
専
検
合
格
︑
上
級
学
校
進
学
と
い
う
ル
ー
ト
は
︑
お

と
ぎ
話
と
同
じ
ほ
ど
に
リ
ア
リ
テ
ィ
の
な
い
話
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し

て
い
る
︒
︵
﹁
少
年
倶
楽
部
の
魅
力
﹂
同
前
﹃
は
じ
め
て
学
ぶ

日
本
児
童

文
学
史
﹄
︶

確
か
に
︑
そ
の
通
り
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
主
人
公
の
生
き
様
に
感
銘
を
受
け
︑

人
生
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ら
れ
た
少
年
読
者
が
多
か
っ
た
の
も
否
定
で
き
な

い
こ
と
で
あ
る
︒
例
え
ば
︑
そ
の
読
者
の
中
の
一
人
は
︑
次
の
よ
う
に
書
い
て

い
る
︒

記
者
様
︑
感
謝
し
ま
す
︒
新
年
号
は
何
と
云
っ
て
も
日
本
一
の
出
来
で

す
︒
﹁
あ
ゝ
玉
杯
に
花
う
け
て
﹂
は
何
と
云
う
︑
ま
あ
良
い
作
で
し
ょ
う
︒

貧
に
泣
き
︑
失
望
も
起
こ
し
︑
苦
し
み
も
し
て
︑
希
望
を
起
こ
し
︑
感
謝

し
て
一
心
勉
強
す
る
心
︑
臍
の
力
︑
読
者
自
ら
奮
起
す
る
︑
僕
に
は
心
の

薬
で
あ
り
ま
す
︒
︵
大
分
県
日
田
郡
日
田
町
上
加
隈

宇
野
義
雄
︶
︵
﹃
少

年
倶
楽
部
﹄
昭
和
三
年
二
月
号
︶

同
じ
こ
と
は
︑
次
の
佐
藤
忠
男
の
回
想
か
ら
も
窺
え
る
︒

子
ど
も
の
こ
ろ
に
私
が
︑
貸
本
屋
通
い
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑

私
よ
り
三
つ
年
上
の
兄
が
︑
小
学
校
の
五
年
で
腎
臓
病
で
寝
こ
ん
で
し
ま

っ
て
︑
私
が
そ
の
代
り
に
本
を
借
り
に
行
っ
た
か
ら
だ
っ
た
が
︑
兄
は
病

気
か
ら
立
ち
上
る
こ
と
が
で
き
な
い
ま
ま
︑
中
学
へ
進
学
す
る
こ
と
が
で

き
ず
︑
口
惜
し
が
っ
て
は
︑
し
き
り
と
︑
講
義
録
で
独
学
し
て
専
検
︵
専

門
学
校
受
験
資
格
検
定
︶
を
と
る
の
だ
と
言
っ
て
い
た
︒
そ
し
て
実
際
に

あ
る
中
学
講
義
録
を
と
り
は
じ
め
た
の
だ
が
︑
一
年
ぶ
ん
の
金
を
は
ら
い

こ
ん
だ
の
に
︑
数
冊
を
手
に
し
た
だ
け
で
死
ん
だ
︒
そ
し
て
︑
な
お
も
送

ら
れ
て
く
る
残
り
の
講
義
録
を
受
け
取
る
た
び
に
︑
私
は
︑
兄
に
か
わ
っ

て
自
分
が
勉
強
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︑
と
殊
勝
に
も
志
を
新
た
に
し
た
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も
の
で
あ
っ
た
︒

た
ぶ
ん
︑
兄
が
そ
の
講
義
録
を
知
っ
た
の
は
﹁
少
年
倶
楽
部
﹂
の
広
告

に
よ
っ
て
だ
っ
た
ろ
う
と
思
う
︒
そ
し
て
私
が
︑
佐
藤
紅
録
の
﹁
あ
ゝ
玉

杯
に
花
う
け
て
﹂
と
い
う
小
説
を
読
ん
だ
の
は
︑
こ
の
兄
が
︑
こ
の
小
説

の
こ
と
を
感
動
的
に
語
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
︒
︵
﹁
佐
藤
紅
緑
論
﹂

﹃
少
年
倶
楽
部
名
作

佐
藤
紅
緑
全
集
﹄
講
談
社
︑
一
九
六
七
・
十
二
︶

読
者
か
ら
の
投
書
や
佐
藤
忠
男
の
回
想
か
ら
は
︑
当
時
の
少
年
独
学
者
に
と

っ
て
︑
﹁
玉
杯
﹂
と
い
う
物
語
が
︑
感
動
と
夢
を
与
え
る
読
み
物
で
あ
り
︑
そ

こ
に
描
か
れ
る
主
人
公
た
ち
は
︑
あ
こ
が
れ
の
存
在
で
あ
っ
た
こ
と
が
読
み
取

れ
る
︒
こ
の
感
動
は
︑
当
時
日
本
の
教
育
状
況
に
お
い
て
︑
修
学
は
困
難
だ
が
︑

努
力
す
れ
ば
成
功
す
る
可
能
性
が
あ
る
︑
と
い
う
読
者
の
︑
主
人
公
と
の
共
感

を
前
提
と
し
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
︒

と
こ
ろ
が
︑
岩
橋
郁
郎
の
﹃
﹁
少
年
倶
楽
部
﹂
と
読
者
た
ち
﹄
︵
同
前
︶
の
調

査
に
よ
る
と
︑
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
の
支
持
者
に
は
︑
周
辺
の
い
わ
ゆ
る
﹁
田
舎
﹂

の
地
域
の
少
年
だ
け
で
は
な
く
︑
東
京
︑
大
阪
と
い
っ
た
都
市
の
家
庭
の
少
年

も
含
ま
れ
て
い
た
︒
独
学
者
以
外
の
少
年
た
ち
が
ど
の
程
度
作
品
が
指
し
示
し

て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
共
有
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
︒
次
の
一
例
か
ら
そ
の

一
端
が
垣
間
見
ら
れ
る
と
思
う
︒

｢
玉
杯
﹂
は
︑
昭
和
二
年
十
二
月
号
か
ら
昭
和
三
年
新
年
号
に
二
回
か
け
て
︑

野
球
試
合
の
内
容
を
連
載
し
た
︒
主
人
公
千
三
の
先
輩
に
あ
た
る
安
場
は
︑
日

曜
毎
に
浦
和
へ
来
て
︑
後
輩
の
塾
生
た
ち
に
野
球
を
教
え
る
︒
そ
れ
か
ら
黙
々

塾
の
野
球
熱
は
高
ま
り
︑
と
う
と
う
黙
々
塾
対
浦
和
中
学
の
対
校
試
合
を
す
る

こ
と
に
な
っ
た
︒
浦
和
中
学
と
黙
々
塾
が
野
球
試
合
を
行
う
と
い
う
噂
が
町
内

に
伝
わ
る
と
︑
町
の
人
々
は
冷
笑
し
た
︒
し
か
し
︑
黙
々
塾
生
は
猛
練
習
を
続

け
︑
黙
々
先
生
も
︑
こ
の
試
合
に
勝
利
す
る
こ
と
で
︑
塾
生
た
ち
に
自
信
を
持

た
せ
よ
う
と
︑
毎
日
練
習
を
見
守
っ
て
い
た
︒
試
合
は
︑
黙
々
塾
劣
勢
の
ま
ま

進
ん
だ
が
︑
千
三
の
殊
勲
打
で
劇
的
な
逆
転
を
し
︑
黙
々
塾
は
勝
利
を
遂
げ
た
︒

明
治
初
期
ア
メ
リ
カ
か
ら
伝
わ
っ
た
野
球
は
︑
明
治
後
期
︑
大
正
を
経
て
よ

う
や
く
盛
ん
に
な
り
︑
昭
和
に
な
る
と
野
球
と
い
う
言
葉
を
知
ら
な
い
人
は
殆

ど
居
な
い
程
有
名
な
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
に
な
っ
て
い
た
︒
大
正
四
︵
一
九

一
五
︶
年
開
催
さ
れ
た
第
一
回
全
国
中
等
学
校
優
勝
野
球
大
会
と
︑
そ
の
後
に

な
っ
て
開
催
さ
れ
た
毎
日
新
聞
社
の
春
の
全
国
選
抜
中
等
学
校
野
球
大
会
な
ど

が
全
国
の
青
少
年
に
関
心
と
刺
激
を
与
え
︑
少
年
の
間
で
非
常
な
勢
い
で
盛
ん

に
な
っ
た
︒
そ
し
て
︑
ち
ょ
う
ど
﹁
玉
杯
﹂
が
連
載
開
始
の
年
︑
昭
和
二
年
の

八
月
十
三
日
に
︑
甲
子
園
で
の
第
十
三
回
全
国
中
等
学
校
野
球
大
会
の
ラ
ジ
オ

実
況
中
継
が
始
ま
っ
た
︒
昭
和
二
年
八
月
十
日
の
東
京
朝
日
新
聞
に
︑
そ
れ
を

﹁
全
国
中
等
学
校
野
球
大
会
の
大
盛
観
を
放
送
す
﹂
﹁
受
話
機
一
つ
に
見
せ
る
実

戦
﹂
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
伝
え
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
野
球
の
戦
況
や
結
果

が
ラ
ジ
オ
な
ど
の
マ
ス
コ
ミ
で
に
ぎ
や
か
に
報
道
さ
れ
︑
人
々
の
熱
狂
を
加
速

さ
せ
た
︒
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さ
ら
に
︑
﹁
玉
杯
﹂
は
連
載
完
結
の
翌
年
︵
昭
和
四
年
︶
に
映
画
化
さ
れ
︑

三
月
三
十
一
日
の
﹃
読
売
新
聞
﹄
の
記
事
で
は
︑
﹁
野
球
試
合
な
ど
を
バ
ッ
ク

と
し
て
極
め
て
劇
的
に
描
出
し
た
作
品
で
あ
る
﹂
と
野
球
試
合
の
シ
ー
ン
を
映

画
の
見
所
の
一
つ
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
︒

こ
の
よ
う
な
世
相
を
背
景
に
︑
作
者
紅
緑
は
少
年
読
者
の
興
味
と
知
識
を
巧

み
に
利
用
し
︑
作
中
の
野
球
試
合
の
世
界
に
読
者
を
誘
い
︑
同
化
さ
せ
︑
あ
る

体
験
を
さ
せ
る
︒

例
え
ば
︑
黙
々
先
生
と
安
場
と
の
会
話
で
︑
作
者
は
黙
々
先
生
に
次
の
よ
う

な
セ
リ
フ
を
言
わ
せ
る⑧
︒

日
が
段
々
迫
っ
て
来
た
︑
或
る
日
安
場
が
来
た
︑
コ
ー
チ
が
済
ん
で
一

同
が
去
っ
た
後
︑
先
生
は
い
か
に
も
心
配
そ
う
に
安
場
に
言
っ
た
︒

｢
今
度
中
学
校
に
勝
て
る
だ
ろ
う
か
﹂

｢
さ
あ
﹂
と
安
場
は
躊
躇
し
た
︒

｢
ど
う
か
し
て
勝
た
し
て
貰
い
た
い
︑
私
が
生
徒
に
野
球
を
許
し
た
の

は
少
し
考
え
が
あ
っ
て
の
事
だ
︑
此
の
町
の
者
は
官
学
を
尊
敬
し
て
私
学

を
軽
蔑
す
る
︑
い
ゝ
か
︑
中
学
校
や
師
範
学
校
の
生
徒
は
威
張
る
が
︑

黙
々
塾
の
生
徒
は
小
さ
く
な
っ
て
居
る
︑
な
あ
安
場
︑
君
も
覚
え
が
あ
る

だ
ろ
う
﹂

｢
そ
う
で
す
︑
僕
も
随
分
中
学
校
の
奴
等
に
馬
鹿
に
さ
れ
ま
し
た
﹂

｢
そ
う
だ
︑
金
が
あ
っ
て
時
間
が
あ
っ
て
学
問
す
る
も
の
は
幸
福
だ
︑

私
の
塾
の
生
徒
は
み
ん
な
不
幸
な
奴
ば
か
り
だ
︑
同
じ
土
地
に
生
ま
れ
同

じ
年
頃
で
あ
り
な
が
ら
︑
只
︑
金
の
た
め
に
甲
は
意
気
揚
々
と
し
乙
は
悄

然
と
す
る
︑
こ
ん
な
不
公
平
な
話
は
な
い
の
だ
︑
い
ゝ
か
安
場
︑
そ
こ
で

だ
︑
私
は
生
徒
共
の
肩
身
を
広
く
さ
し
て
や
り
た
い
︑
金
ず
く
で
は
敵
わ

な
い
︑
彼
等
の
学
校
は
洋
風
の
堂
々
た
る
も
の
だ
︑
私
の
塾
は
壁
が
落
ち

屋
根
が
漏
り
畳
が
ぼ
ろ
〳
〵
だ
︑
生
徒
は
町
を
歩
く
に
い
つ
も
小
さ
く
な

っ
て
し
ょ
ぼ
〳
〵
し
て
居
る
︑
だ
か
ら
せ
め
て
野
球
で
も
い
ゝ
か
ら
一
遍

勝
た
し
て
や
り
た
い
︑
実
力
の
あ
る
も
の
は
貧
富
に
拘
わ
ら
ず
優
勝
者
に

な
れ
る
も
の
だ
と
い
う
事
を
知
ら
し
め
た
い
︑
師
範
生
も
中
学
生
も
黙
々

生
も
同
等
の
も
の
で
あ
る
と
思
わ
せ
た
い
︑
大
手
を
振
っ
て
町
を
歩
く
気

に
な
ら
せ
た
い
︑
だ
か
ら
ど
う
し
て
も
今
度
は
勝
た
ね
ば
な
ら
ん
︑
私
も

此
の
年
に
な
っ
て
︑
何
を
苦
し
ん
で
素
裸
に
な
っ
て
空
き
地
で
バ
ッ
ト
を

振
り
生
徒
等
を
相
手
に
遊
ん
で
居
た
か
ろ
う
︑
生
徒
の
自
尊
心
を
養
成
し

た
い
た
め
だ
︑
そ
う
し
て
一
方
に
於
い
て
町
の
人
々
や
官
学
崇
拝
者
を
見

返
し
て
や
り
た
い
た
め
だ
︑
野
球
の
勝
敗
は
一
小
事
だ
が
︑
此
処
で
敗
け

れ
ば
私
の
生
徒
は
益
〻
自
尊
心
を
失
い
肩
身
を
小
さ
く
す
る
︑
実
に
一
大

事
件
だ
︑
な
あ
安
場
︑
今
度
こ
そ
は
だ
︑
な
あ
お
い
︑
し
っ
か
り
や
っ
て

く
れ
﹂

先
生
の
声
は
次
第
に
涙
を
帯
び
て
来
た
︒
︵
﹃
少
年
倶
楽
部
﹄
昭
和
三
年

新
年
号
︶

大
衆
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童
文
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と
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｢
頑
張
れ
ば
誰
で
も
優
勝
で
き
る
﹂
と
い
う
セ
リ
フ
は
︑
立
身
出
世
の
思
想

と
解
釈
で
き
る
が
︑
野
球
試
合
と
い
う
物
語
の
流
れ
の
中
で
︑
黙
々
塾
の
生
徒

と
同
化
し
て
読
む
と
︑
そ
う
し
た
思
想
に
感
化
さ
れ
る
よ
り
︑
黙
々
先
生
の
生

徒
を
愛
す
る
心
に
感
動
す
る
だ
ろ
う
︒
野
球
ば
か
り
で
は
な
く
︑
こ
の
ほ
か
︑

例
え
ば
︑
活
動
写
真
︑
小
学
生
の
教
科
書
に
載
っ
て
い
た
歴
史
人
物
の
話
な
ど
︑

﹁
玉
杯
﹂
の
中
に
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
複
合
さ
れ
て
い
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
時

代
的
・
社
会
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
︑
読
者
が
テ
キ
ス
ト
に
向
か
い
合
っ
て
︑

そ
れ
を
理
解
す
る
︑
あ
る
い
は
享
受
す
る
こ
と
に
よ
り
︑
作
者
と
読
者
の
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
か
ら
共
感
が
生
ま
れ
︑
﹁
玉
杯
﹂
は
文
学
テ
キ
ス
ト
と
し
て

の
魅
力
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
︒

お
わ
り
に

大
衆
児
童
文
学
は
長
い
間
マ
イ
ナ
ー
な
文
学
と
さ
れ
て
き
た
︒
そ
の
研
究
の

必
要
性
は
︑
一
九
五
〇
年
代
か
ら
す
で
に
叫
ば
れ
て
き
た
が
︑
社
会
的
・
メ
デ

ィ
ア
的
方
面
か
ら
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
一
方
で
︑
文
学
研
究
の
領

域
で
は
︑
そ
の
文
学
研
究
の
価
値
は
芸
術
的
児
童
文
学
研
究
よ
り
下
位
に
あ
る

と
い
う
認
識
は
そ
れ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
わ
れ
る
︒
大
衆
児
童
文
学
は

な
ぜ
文
学
研
究
と
し
て
論
じ
に
く
い
の
か
︒
理
由
は
複
雑
で
多
岐
に
わ
た
る
が
︑

煎
じ
詰
め
て
言
え
ば
︑
大
衆
児
童
文
学
独
自
の
﹁
文
学
性
﹂
が
認
め
ら
れ
て
い

な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
︒

し
か
し
︑
そ
も
そ
も
﹁
文
学
性
﹂
は
︑
時
代
の
価
値
観
や
批
評
の
角
度
の
移

り
変
わ
り
に
よ
っ
て
大
き
く
変
化
し
て
い
る
︑
不
易
な
る
も
の
で
は
な
い
︒
わ

れ
わ
れ
の
﹁
文
学
性
﹂
に
つ
い
て
の
理
解
も
︑
﹁
文
学
﹂
の
概
念
や
そ
れ
を
も

と
に
し
た
文
学
観
の
︑
そ
の
時
代
時
代
に
支
配
的
な
制
度
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ

て
い
る
わ
け
だ
︒
児
童
文
学
の
場
合
︑
﹁
児
童
観
﹂
の
要
素
が
絡
み
合
え
ば
︑

問
題
は
一
層
複
雑
に
な
る
︒
大
衆
児
童
文
学
の
作
品
の
再
評
価
を
行
う
際
に
︑

ま
ず
︑
そ
う
し
た
既
成
の
評
価
基
準
に
疑
問
符
を
突
き
つ
け
る
必
要
が
あ
る
の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

注①

大
衆
児
童
文
学
に
つ
い
て
︑
五
︑
六
十
年
前
か
ら
研
究
が
進
ん
で
い
る
︒
こ
れ
ま

で
の
先
達
の
研
究
者
の
研
究
成
果
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒
と
は
言
え
︑
純
文

学
的
児
童
文
学
の
研
究
と
比
べ
る
時
︑
大
衆
児
童
文
学
の
研
究
が
相
対
的
に
遅
れ
て

い
る
の
は
事
実
で
あ
る
︒

②

引
用
は
﹃
日
本
児
童
文
学
﹄
別
冊
﹁
革
新
と
模
索
の
時
代

資
料
・
戦
後
児
童
文

学
論
集
�

一
九
五
五

六
四
﹂
︵
一
九
八
〇
・
五
︶
に
拠
る
︒

③

注
②
に
同
じ
︒

④

﹃
は
じ
め
て
学
ぶ

日
本
児
童
文
学
史
﹄
︵
同
前
︶
は
し
が
き
︒

⑤

ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
は
す
べ
て
の
言
語
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
構
成
す
る
も
の
と
し

て
六
つ
の
要
素
を
指
摘
し
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
の
ど
れ
を
強
調
す
る
か
に
よ
っ
て
言
語

活
動
に
六
つ
の
機
能
を
識
別
し
て
み
せ
る
︵
図
�
︶
︵
Ｒ
・
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン

池
上

嘉
彦
・
山
中
桂
一
訳
﹃
言
語
と
メ
タ
言
語
﹄
勁
草
書
房
︑
一
九
八
四
・
五
︶
︒

大
衆
児
童
文
学
の
通
俗
性
と
文
学
性
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CO
N
T
EX
T

（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
）

（referentinal

）（
指
示
的
）

M
ESSA

GE

（
メ
ッ
セ
ー
ジ
）

（poetic

）（
詩
的
）

A
D
D
RESSEE

（
受
信
者
）

（conative

）（
働
き
か
け
）

A
D
D
RESSER

（
発
信
者
）

（em
otive

）（
主
情
的
）CO

N
T
A
CT

（
接
触
）

（phatic

）（
交
話
的
）

CO
D
E

（
コ
ー
ド
）

（m
etalingual

）（
メ
タ
言
語
的
）

図�

セ
シ
ル
・
サ
カ
イ
は
ヤ
ー
コ
ブ
ソ
ン
の
図
式
を
借
り
て
︑
大
衆
文
学
の
﹁“
言
語

伝
達
の
行
為
”
が
結
び
つ
け
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
構
成
要
素
﹂
を
示
し
て
い
る
︵
図

�
︶
︒

コ
ン
テ
ク
ス
ト

（
歴
史
的
・
社
会
的
指
示
対
象
）

発
信
者

（
著
者
及
び
出
版
社
、

文
学
生
産
の
装
置
）

メ
ッ
セ
ー
ジ

（
大
衆
文
学
）

受
信
者

（
大
衆
的
読
者
）

接
触

（
媒
体
、
メ
デ
ィ
ア
、
情
報
な
ど
）

コ
ー
ド

（
全
関
係
者
共
通
の
文
化
的
場
）

レ
フ
ェ
ラ
ン
ス

コ
ン
タ
ク
ト

図�

⑥

『
少
年
倶
楽
部
﹄
の
編
集
長
加
藤
謙
一
︒

⑦

｢
高
資
﹂
︵
高
等
試
験
資
格
試
験
︶
は
﹁
高
検
﹂
や
﹁
専
検
﹂
と
は
や
や
異
っ
て
い

る
︒
ま
ず
︑
高
等
試
験
と
い
う
︑
外
交
官
︑
行
政
官
︑
司
法
官
に
な
る
試
験
が
あ
る
︒

こ
の
試
験
は
予
備
試
験
と
本
試
験
に
分
れ
︑
予
備
試
験
は
外
国
語
と
論
文
︑
本
試
験

は
法
律
政
治
な
ど
の
専
門
学
科
で
あ
る
︒
予
備
試
験
は
高
等
学
校
及
び
専
門
学
校
の

卒
業
者
並
び
に
そ
れ
と
同
等
以
上
の
学
校
の
卒
業
生
は
︑
予
備
試
験
を
免
除
さ
れ
る
︒

中
学
校
卒
業
者
並
び
に
そ
れ
に
準
ず
る
者
は
予
備
試
験
が
受
け
ら
れ
る
が
︑
こ
の
資

格
の
な
い
独
学
者
は
高
等
試
験
資
格
試
験
︵
﹁
高
資
﹂
︶
を
受
け
れ
ば
︑
受
験
資
格
が

得
ら
れ
る
︒

⑧

本
文
引
用
は
加
藤
謙
一
編
﹃
佐
藤
紅
緑
全
集

上
巻

少
年
倶
楽
部
﹄
︵
講
談
社
︑

一
九
六
七
・
十
二
︶
所
収
の
﹁
あ
ゝ
玉
杯
に
花
う
け
て
﹂
に
拠
る
︒

※

文
章
の
引
用
に
際
し
︑
旧
漢
字
は
新
漢
字
に
改
め
︑
ル
ビ
及
び
傍
点
等
は
適
宜
省

略
し
た
︒

大
衆
児
童
文
学
の
通
俗
性
と
文
学
性
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