
（7)

千葉大学教育学部研究紀要　第67巻　422～412頁 （2019）

明
治
時
代
初
期
の
児
童
向
け
読
み
物
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
表
象

 

　―
『
西
洋
英
傑
伝
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を
中
心
に
―
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)

　『
西
洋
英
傑
伝
』（
一
八
六
九
）
所
収
「
二
編
上
　
仏
郎
西
国
女
傑
如
安
之
伝
」（
以
下
、「
如
安
之
伝
」）
は
、
明
治
時
代
の
日
本
に
最
初
に
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
を
紹
介
し
た
書
物
で
あ
る
。
こ
の
作
品
は

明
治
時
代
の
児
童
文
学
作
品
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
表
象
の
源
で
あ
る
点
、
そ
れ
以
後
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
伝
に
お
い
て
再
話
の
対
象
と
な
っ
た
点
で
重
要
な
作
品
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
西
洋
英

傑
伝
』
は
明
治
初
期
の
世
界
史
教
育
・
国
語
教
育
に
資
し
た
翻
訳
啓
蒙
書
の
一
つ
で
あ
っ
た
が
、
こ
れ
ま
で
原
典
が
特
定
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
作
品
に
込
め
ら
れ
た
教
育
的
な
意
味
や
翻
訳
者
の
教
育

的
配
慮
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
『
西
洋
英
傑
伝
』
の
原
典
を
特
定
し
、
原
作
と
「
如
安
之
伝
」
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
で
、
翻
訳
に
こ
め
ら
れ
た
教
育
的
配
慮
、
児
童
の
模
範
と
し
て

提
示
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
像
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
。
ま
た
、「
如
安
之
伝
」
を
も
と
に
再
話
さ
れ
た
物
語
と
の
比
較
も
行
い
、
そ
の
様
相
を
明
ら
か
に
す
る
。。

キ
ー
ワ
ー
ド
…
…
近
代
文
学
（M

odern Literature

）　
児
童
文
学
（Children’s Literature

）　
翻
訳
（T

ranslation

）　
再
話
（Retold Stories

）　
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
（Joan of A

rc

）

は
じ
め
に

　
本
稿
の
目
的
は
、
明
治
初
期
の
児
童
向
け
の
読
み
物
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
表
象
の

様
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
具
体
的
な
研
究
対
象
と
し
て
『
西
洋
英
傑
伝
』

（
一
八
六
九
）
に
収
録
さ
れ
た
「
二
編
上
　
仏
郎
西
国
女
傑
如
安
之
伝
」（
以
下
、「
如
安
之
伝
」）

に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
表
象
を
検
討
す
る
。

　
本
研
究
は
、
近
代
日
本
児
童
文
学
に
お
け
る
フ
ラ
ン
ス
の
英
雄
の
表
象
に
つ
い
て
調
査
す
る
一

環
と
し
て
始
め
ら
れ
た
。
英
仏
百
年
戦
争
の
末
期
に
フ
ラ
ン
ス
を
救
っ
た
英
雄
と
さ
れ
る
ジ
ャ
ン

ヌ
・
ダ
ル
ク
は
、
明
治
・
大
正
時
代
の
児
童
雑
誌
、
児
童
向
け
叢
書
の
中
で
多
く
取
り
扱
わ
れ
た

英
雄
で
あ
る
。
そ
の
言
説
を
分
析
す
る
上
で
、
そ
も
そ
も
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
は
日
本
に
ど
の
よ

う
に
紹
介
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
源
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た
。

　
管
見
の
限
り
で
は
、「
如
安
之
伝
」
は
、
明
治
時
代
の
日
本
に
最
初
に
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
を

紹
介
し
た
書
物
で
あ
る
。
そ
し
て
、
あ
る
程
度
の
記
述
量
を
も
っ
た
、
児
童
読
者
も
意
識
さ
れ
た

文
学
的
な
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
伝
の
内
容
に
も
影
響
を
与
え
た
点
で
、

重
要
な
作
品
で
あ
る
。

　
先
行
研
究
で
は
『
西
洋
英
傑
伝
』
や
「
如
安
之
伝
」
に
関
し
、
十
分
に
分
析
・
検
討
が
加
え
ら

れ
た
と
は
言
い
難
い
。
日
本
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
の
文
学
表
象
に
関
す
る
研
究
は
少
な

い
が
、
そ
の
中
で
も
、
西
洋
史
家
の
高
山
一
彦
と（
注
１
）、
比
較
文
学
者
の
渡
邊
洋
子
の
研
究
か
ら
は
（
注
２
）、

明
治
時
代
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
表
象
に
関
し
、
多
く
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
高
山
の
研
究
で

は
『
西
洋
英
傑
伝
』
か
ら
大
正
時
代
初
期
の
ジ
ャ
ン
ヌ
・
ダ
ル
ク
文
献
に
つ
い
て
調
査
が
な
さ
れ
、
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認
め
る
よ
う
な
思
い
を
抱
く
の
で
、
決
し
て
口
に
出
さ
な
い
の
で
あ
る
。
隣
に
恋
す
る
人
が
い

な
が
ら
、
そ
の
人
は
人
気
者
で
ク
ラ
ス
の
み
ん
な
の
憧
れ
で
あ
る
た
め
、
な
か
な
か
思
い
を
伝

え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
け
れ
ど
も
、
あ
き
ら
め
て
し
ま
う
と
そ
の
恋
は
永
遠
に
叶
わ
な
い
の

で
、
心
の
中
で
愛
す
る
人
を
想
い
続
け
る
の
だ
。 

（
Ｋ
Ｋ
さ
ん)

川
一
本
隔
て
て
隣
接
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
ま
っ
た
く
違
っ
て
い
る
東
京
と
千
葉
。
二
つ
の
県
の

関
係
が
、
隣
同
士
に
座
っ
て
い
る
（
？
）
作
者
と
憧
れ
の
相
手
の
関
係
と
パ
ラ
レ
ル
に
な
っ
て
い
る
。

作
者
は
、
自
分
と
相
手
と
で
は
ま
る
で
違
う
の
だ
と
思
い
つ
つ
、
そ
れ
で
も
好
き
で
た
ま
ら
な
い

の
で
あ
る
。
注
解
を
読
む
こ
と
で
、
こ
の
序
詞
に
こ
め
ら
れ
た
寓
意
が
よ
く
わ
か
る
。
ユ
ニ
ー
ク

な
名
歌
で
あ
る
。

　
　
五
　
次
回
に
む
け
て
―
―
分
析
と
反
省

　
私
自
身
が
目
標
と
し
て
掲
げ
た
の
は
、（
１
）
受
講
者
が
古
典
に
い
っ
そ
う
親
し
ん
で
く
れ
る

こ
と
、（
２
）
受
講
者
そ
れ
ぞ
れ
の
日
本
語
を
耕
す
レ
ッ
ス
ン
の
一
つ
を
提
供
す
る
こ
と
、
で
あ
っ

た
が
、
授
業
を
終
え
て
み
て
、
そ
の
目
標
は
概
ね
果
た
せ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。
受

講
者
か
ら
は
、
授
業
者
へ
の
礼
儀
の
側
面
が
あ
る
に
し
て
も
、
自
由
に
創
作
す
る
こ
と
は
楽
し
か
っ

た
、
古
典
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
面
倒
な
約
束
事
で
は
な
く
詩
の
方
法
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
を
実

感
す
る
こ
と
が
出
来
た
、
古
典
の
時
代
の
人
た
ち
の
感
じ
方
を
追
体
験
す
る
こ
と
が
で
き
た
等
の

感
想
を
も
ら
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
大
変
に
残
念
な
こ
と
が
一
つ
あ
る
。
こ
れ
ま
で
私
は
「
古
典
和
歌
を
創
作
す

る
」
試
み
を
大
学
院
生
や
現
職
の
教
員
の
方
々
、
市
民
講
座
の
方
々
と
一
緒
に
行
な
っ
た
こ
と
は

あ
る
の
だ
が
、
高
大
連
携
講
座
の
中
に
組
み
込
ん
だ
の
は
初
め
て
で
あ
り
、
高
校
生
が
ど
の
程
度

の
理
解
を
示
し
て
く
れ
る
の
か
若
干
の
不
安
が
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
講
義
の
部
分
を
多
く
し
、
各

自
が
創
作
し
て
く
れ
た
古
典
和
歌
は
大
学
に
持
ち
帰
っ
て
、
コ
メ
ン
ト
を
書
き
加
え
て
高
校
側
に

返
送
す
る
と
い
う
方
法
を
選
ん
だ
。
出
来
上
が
っ
た
和
歌
は
ど
れ
も
大
変
に
面
白
か
っ
た
の
で
あ

る
。
創
作
し
た
和
歌
を
授
業
時
間
の
中
で
披
露
し
、
互
い
に
批
評
を
し
あ
っ
た
り
、
推
敲
を
し
た

り
、
も
っ
と
多
く
の
和
歌
を
作
っ
た
り
す
る
と
い
う
時
間
を
設
定
す
べ
き
で
あ
っ
た
。

　
最
後
に
―
―
千
葉
東
高
の
み
な
さ
ん
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
次
回
は
高
校
生
の
み
な

さ
ん
に
話
を
し
て
も
ら
う
時
間
を
、
も
っ
と
多
く
と
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

【
注
】

(

１) 

小
学
校
・
中
学
校
の
国
語
教
科
書
に
お
け
る
古
典
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
宏
子
「
初
め
て
出
会

う
古
典
―
小
学
校
・
中
学
校
「
国
語
」
教
科
書
を
め
ぐ
っ
て
―
」(

『
日
本
文
学
』
二
〇
一
八

年
五
月)

に
お
い
て
も
考
え
た
こ
と
が
あ
る
。

(

２) 

現
行
の
高
等
学
校
の
国
語
教
科
書
に
お
け
る
和
歌
教
材
に
つ
い
て
は
、
佐
藤
愛
氏
・
高
橋
優

美
穂
氏
「
高
等
学
校
「
国
語
総
合
」
に
お
け
る
三
大
集
の
採
択
状
況
」（『
日
本
大
学
大
学
院

国
文
学
専
攻
論
集
』
二
〇
〇
四
年
九
月
）
が
網
羅
的
な
調
査
を
行
な
っ
て
お
り
有
益
で
あ
る
。

－423－



（5)

み
ま
し
た
。
　 

　（
Ｍ
Ｙ
さ
ん)

文
武
両
道
を
め
ざ
す
進
学
校
の
生
徒
な
ら
で
は
の
歌
で
あ
る
。
日
々
の
忙
し
さ
を
歌
う
序
詞
が
恋

心
の
表
現
へ
と
予
想
外
の
転
換
を
見
せ
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
序
詞
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
の
勘
所

も
よ
く
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

【
実
例
③
】

○
ト
レ
モ
ロ
の
重
な
る
響
き
い
つ
の
日
も
尽
き
る
こ
と
な
き
恋
も
す
る
か
な

▽ 

マ
ン
ド
リ
ン
楽
部
の
ト
レ
モ
ロ
が
重
な
る
音
楽
は
ず
っ
と
耳
に
残
る
（
は
ず
！
）。「
い
つ
の
日

も
」
と
い
う
の
は
私
た
ち
の
最
後
の
曲
の
歌
詞
。
辛
い
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
忘
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
思
い
出
す
と
キ
ラ
キ
ラ
し
て
い
て
楽
し
か
っ
た
笑
顔
の
溢
れ
る
恋
。
ち
な
み
に
私

は
み
ん
な
の
ト
レ
モ
ロ
の
重
な
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
恋
し
て
い
る
！
　 

　（
Ｓ
Ｙ
さ
ん)

こ
の
歌
に
は
、
作
者
自
身
の
細
や
か
な
注
解
が
施
さ
れ
て
お
り
、
マ
ン
ド
リ
ン
の
美
し
い
音
色
と

と
も
に
、
部
活
動
に
励
ん
だ
日
々
の
き
ら
き
ら
し
た
記
憶
も
こ
め
ら
れ
た
序
詞
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。「
い
つ
の
日
も
」
は
、
部
活
動
で
演
奏
し
た
最
後
の
曲
の
歌
詞
に
ち
な
ん
で
い
る
と
の
こ
と
。

そ
う
し
た
思
い
出
を
共
有
す
る
仲
間
に
贈
っ
た
な
ら
、
こ
の
歌
の
力
は
よ
り
大
き
な
も
の
と
な
る

だ
ろ
う
。

【
実
例
④
】

○
国
語
辞
典
の
び
っ
し
り
つ
ま
る
文
字
数
の
尽
き
る
こ
と
な
き
恋
も
す
る
か
な

▽ 

国
語
辞
典
の
び
っ
し
り
つ
ま
っ
て
い
る
文
字
の
よ
う
に
ず
っ
と
い
ち
ず
に
思
い
続
け
る
恋
も
し

て
い
る
こ
と
だ
な
あ
。 

（
Ｙ
Ｈ
さ
ん)

こ
れ
も
ま
た
「
な
る
ほ
ど
」
と
納
得
さ
れ
る
よ
い
序
詞
で
あ
る
。
古
典
和
歌
に
お
い
て
数
の
多
い

こ
と
の
比
喩
と
さ
れ
る
の
は
「
海
岸
の
砂
」
や
「
繁
茂
し
た
夏
草
」
な
ど
で
あ
る
が
、
国
語
辞
典

の
文
字
は
、
こ
れ
ら
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。「
び
っ
し
り
つ
ま
る
」
と
い
う
、

口
語
的
な
表
現
が
、
歌
に
生
き
生
き
と
し
た
力
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
作
者
が
日
々

真
面
目
に
勉
強
し
て
い
る
こ
と
も
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
こ
れ
ら
②
③
④
の
三
首
は
、
い
ず
れ
も
恋
が
尽
き
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
同
じ
心
情
を
詠
じ
て

い
る
の
だ
が
、
序
詞
（
前
半
の
物
象
）
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
印
象
が
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
、

つ
ま
り
和
歌
に
お
い
て
心
情
表
現
と
同
じ
く
ら
い
物
象
が
大
切
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ

し
て
、
ど
の
序
詞
に
も
、
高
校
生
な
ら
で
は
の
生
き
生
き
と
し
た
感
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
四
首
の
歌
は
、「
〇
〇
」
の
部
分
が
掛
詞
的
に
働
い
て
、
物
象
か
ら
心
情

表
現
へ
と
イ
メ
ー
ジ
が
転
換
し
て
い
く
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。
つ
づ
く
⑤
⑥
⑦
は
、
前
半
の
物
象
が

後
半
の
心
情
表
現
の
比
喩
に
な
っ
て
い
る
。

【
実
例
⑤
】

○
学
び
舎
の
い
ま
は
あ
ら
ざ
る
桜
の
木
落
ち
行
く
こ
こ
ろ
恋
も
す
る
か
な

▽
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
桜
の
木
の
よ
う
に
寂
し
さ
の
あ
る
恋
も
し
て
い
る
の
か
な
あ
。（

Ｍ
Ｍ
さ
ん
）

桜
が
散
る
こ
と
は
古
典
和
歌
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
桜
は
切
ら
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
す
ま
す
寂
し
い
。
今
は
な
い
桜
は
、
転
校
し
て
し
ま
っ
た
恋
人
、
あ
る

い
は
卒
業
し
て
し
ま
っ
た
恋
人
の
比
喩
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

【
実
例
⑥
】

○ 

ひ
さ
か
た
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
に
照
ら
さ
れ
て
奏
で
る
音
楽
恋
も
す
る
か
な

▽ 

来
週
に
あ
る
定
期
演
奏
会
で
あ
び
る
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
に
照
ら
さ
れ
て
、
ス
テ
ー
ジ
か
ら
見
る

景
色
が
す
ご
く
き
れ
い
で
ワ
ク
ワ
ク
す
る
気
持
ち
。 

（
Ｕ
さ
ん
）

定
期
演
奏
会
の
壇
上
に
い
る
高
揚
し
た
気
持
ち
、
光
に
照
ら
さ
れ
た
ス
テ
ー
ジ
の
光
景
が
、
恋
を

す
る
気
分
の
高
揚
感
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
恋
し
い
人
も
会
場
に
い
て
、

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
る
作
者
の
姿
を
見
て
く
れ
て
い
る
の
も
し
れ
な
い
。「
ひ
さ
か
た
の
」

と
い
う
枕
詞
が
、
光
の
印
象
か
ら
「
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
」
に
転
用
さ
れ
て
い
る
の
も
面
白
い
。

【
実
例
⑦
】

○
東
京
と
千
葉
は
い
つ
も
隣
り
合
え
ど
ま
る
で
違
う
恋
も
す
る
か
な

▽ 

東
京
と
千
葉
は
隣
ど
う
し
だ
け
れ
ど
、
東
京
の
方
が
人
も
多
い
し
栄
え
て
い
て
、
千
葉
県
な
ど

眼
中
に
な
い
。
千
葉
県
民
と
し
て
東
京
は
あ
こ
が
れ
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
言
う
と
負
け
を

古典和歌を詠もう―高大連携授業における実践とその分析
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　「
物
」
と
「
心
」
と
い
う
二
項
対
立
を
提
示
さ
れ
る
と
、
現
代
の
私
た
ち
は
「
心
」
の
方
が
重

要
だ
と
考
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
序
詞
形
式
の
和
歌
の
場
合
、「
物
」
と
「
心
」
は
同

じ
よ
う
に
大
切
で
あ
り
、
心
情
表
現
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
物
象
を
入
れ
替
え
る
こ
と
で
、
歌
の

印
象
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
こ
と
を
明
示
す
る
た
め
に
―
―
そ
し
て
授
業
の
後

半
で
生
徒
の
み
な
さ
ん
に
序
詞
を
使
っ
た
歌
を
詠
ん
で
も
ら
う
た
め
に
―
―
次
の
よ
う
な
歌
を
用

意
し
た
。
い
ず
れ
も
傍
線
部
が
「
な
が
な
が
し
」
を
導
き
出
す
序
詞
に
あ
た
る
の
だ
が
、
極
言
す

れ
ば
、
こ
の
部
分
は
「
長
い
も
の
」
な
ら
ば
何
で
も
よ
い
の
で
あ
り
、
詠
み
手
の
自
由
に
委
ね
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

【
教
員
が
用
意
し
た
序
詞
を
用
い
た
歌
の
例
】

　
①
　
図
書
室
で
本
読
む
君
の
三
つ
編
み
の
な
が
な
が
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む

　
②
　
半
島
の
海
辺
を
走
る
内
房
線
な
が
な
が
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む

　
③
　
テ
ナ
ガ
ザ
ル
や
だ
な
こ
っ
ち
を
見
て
い
る
よ
な
が
な
が
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む

①
の
場
合
、
歌
の
中
の
「
わ
た
し
」
は
、
男
子
高
校
生
で
あ
る
。
部
活
動
の
さ
な
か
に
、
ふ
と
図

書
室
に
視
線
を
投
げ
る
と
、
可
愛
い
三
つ
編
み
の
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
が
本
を
読
ん
で
い
る
。「
わ
た

し
」
は
こ
の
子
に
ほ
の
か
な
好
意
を
抱
い
て
い
る
の
だ
。
②
の
場
合
、「
わ
た
し
」
は
内
房
線
に

乗
っ
て
通
学
し
て
い
る
。
地
図
上
の
線
路
の
長
さ
、
電
車
に
揺
ら
れ
る
時
間
の
長
さ
が
、
ひ
と
り

ぼ
っ
ち
の
夜
の
長
さ
に
転
換
し
て
い
る
。
③
は
、
い
さ
さ
か
奇
妙
な
歌
で
あ
る
が
、
大
好
き
な
人

と
動
物
園
に
出
か
け
て
、
一
緒
に
テ
ナ
ガ
ザ
ル
な
ど
見
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
テ
「
ナ
ガ
」
ザ
ル
、「
な

が
な
が
し
」
と
い
う
同
音
（
類
音
）
の
く
り
返
し
に
よ
る
序
詞
で
あ
る
。
序
詞
は
、
そ
の
場
に
あ

る
も
の
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
に
自
由
に
創
作
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
序
詞
が
も
た
ら
す
イ

メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
歌
の
全
体
の
印
象
も
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
四
　
序
詞
を
用
い
た
和
歌
を
作
ろ
う
―
―
高
校
生
の
創
作
か
ら

　
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
準
備
を
し
た
上
で
、
い
よ
い
よ
高
校
生
に
実
際
に
古
典
和
歌
を
創
作
し

て
も
ら
う
時
間
と
な
っ
た
。
課
題
と
し
た
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

【
課
題
】

「
恋
も
す
る
か
な
」
と
い
う
決
ま
り
文
句
を
第
五
句
に
置
い
て
、
次
の
よ
う
な
パ
タ
ー
ン
の
新
し

い
和
歌
を
作
り
ま
し
ょ
う
。

　
　「〈
序
詞
〉　
　
〇
〇
　〈
恋
も
す
る
か
な
〉」

＊ 

〈
序
詞
〉
と
、「
恋
も
す
る
か
な
」
と
い
う
心
情
表
現
を
つ
な
ぐ
「
〇
〇
」
の
部
分
を
ど
の
よ
う

に
創
作
す
る
か
、
が
ポ
イ
ン
ト
で
す
。
現
代
の
私
た
ち
の
身
の
回
り
に
あ
る
も
の
か
ら
、
自
由

に
発
想
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

＊
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
歌
が
作
れ
ま
す
。

　 「
ひ
さ
か
た
の
ス
カ
イ
ツ
リ
ー
に
日
は
暮
れ
て
月
の
空
な
る
恋
も
す
る
か
な
」

　 （
訳
） 

ス
カ
イ
ツ
リ
ー
の
か
な
た
に
夕
日
が
沈
ん
で
、
空
に
は
月
が
昇
っ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
に
、　
　

心
も
上
の
空
に
な
る
恋
を
し
て
い
る
こ
と
だ
な
あ
。

こ
う
し
た
課
題
を
出
し
、
各
自
に
和
歌
を
創
作
し
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
工
夫
し
た
点
な
ど
に
つ
い

て
解
説
し
て
も
ら
う
こ
と
に
し
た
。
千
葉
東
高
の
生
徒
の
み
な
さ
ん
か
ら
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
名
歌

が
生
ま
れ
た
。
以
下
、
実
例
を
紹
介
し
た
い
。
○
印
を
付
し
た
の
が
和
歌
、
▽
印
は
作
者
自
身
の

記
し
た
解
説
で
あ
る
。

【
実
例
①
】

○
太
陽
の
輝
く
裏
で
隠
る
星
昼
間
は
見
せ
ぬ
恋
も
す
る
か
な

▽ 

昼
間
に
星
が
太
陽
の
光
で
見
え
な
い
よ
う
に
、
昼
間
は
恋
心
を
か
く
し
て
い
る
け
れ
ど
、
恋
は

し
て
い
る
の
だ
な
あ
。
例
え
ば
ク
ラ
ス
メ
イ
ト
に
好
き
な
人
が
い
る
な
ど
し
て
。
　
　（
Ｔ
Ｋ
さ
ん
）

「
太
陽
の
光
に
隠
さ
れ
て
昼
間
は
見
え
な
い
星
」
と
い
う
現
代
人
な
ら
で
は
の
イ
メ
ー
ジ
（
古
典

和
歌
に
星
は
ほ
と
ん
ど
登
場
し
な
い
の
で
あ
る
）
に
託
し
て
、
密
か
な
恋
心
を
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。

ク
ラ
ス
メ
イ
ト
と
し
て
、
昼
間
は
さ
り
げ
な
く
一
緒
に
い
る
け
れ
ど
心
の
底
で
は
大
好
き
な
の
だ
、

と
い
う
若
々
し
い
気
持
ち
も
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
名
作
で
あ
る
。
序
詞
の
新
鮮
さ
、
序
詞
か
ら

心
情
表
現
へ
の
転
換
の
仕
方
も
見
事
で
あ
る
。

　
実
例
の
②
③
④
は
、
い
ず
れ
も
「
尽
き
る
こ
と
な
き
恋
も
す
る
か
な
」
と
い
う
歌
で
あ
る
。

【
実
例
②
】

○
東
高
課
題
に
追
わ
れ
日
々
テ
ス
ト
尽
き
る
こ
と
な
き
恋
も
す
る
か
な

▽ 

東
高
は
課
題
が
い
っ
ぱ
い
で
、
尽
き
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
尽
き
る
こ
と
な
き
―
―
に
掛
け
て
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み
ま
し
た
。
　 

　（
Ｍ
Ｙ
さ
ん)

文
武
両
道
を
め
ざ
す
進
学
校
の
生
徒
な
ら
で
は
の
歌
で
あ
る
。
日
々
の
忙
し
さ
を
歌
う
序
詞
が
恋

心
の
表
現
へ
と
予
想
外
の
転
換
を
見
せ
る
と
こ
ろ
が
面
白
い
。
序
詞
と
い
う
レ
ト
リ
ッ
ク
の
勘
所

も
よ
く
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
。

【
実
例
③
】

○
ト
レ
モ
ロ
の
重
な
る
響
き
い
つ
の
日
も
尽
き
る
こ
と
な
き
恋
も
す
る
か
な

▽ 

マ
ン
ド
リ
ン
楽
部
の
ト
レ
モ
ロ
が
重
な
る
音
楽
は
ず
っ
と
耳
に
残
る
（
は
ず
！
）。「
い
つ
の
日

も
」
と
い
う
の
は
私
た
ち
の
最
後
の
曲
の
歌
詞
。
辛
い
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
忘
れ
る
こ
と
が

で
き
な
い
、
思
い
出
す
と
キ
ラ
キ
ラ
し
て
い
て
楽
し
か
っ
た
笑
顔
の
溢
れ
る
恋
。
ち
な
み
に
私

は
み
ん
な
の
ト
レ
モ
ロ
の
重
な
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
恋
し
て
い
る
！
　 

　（
Ｓ
Ｙ
さ
ん)

こ
の
歌
に
は
、
作
者
自
身
の
細
や
か
な
注
解
が
施
さ
れ
て
お
り
、
マ
ン
ド
リ
ン
の
美
し
い
音
色
と

と
も
に
、
部
活
動
に
励
ん
だ
日
々
の
き
ら
き
ら
し
た
記
憶
も
こ
め
ら
れ
た
序
詞
で
あ
る
こ
と
が
わ

か
る
。「
い
つ
の
日
も
」
は
、
部
活
動
で
演
奏
し
た
最
後
の
曲
の
歌
詞
に
ち
な
ん
で
い
る
と
の
こ
と
。

そ
う
し
た
思
い
出
を
共
有
す
る
仲
間
に
贈
っ
た
な
ら
、
こ
の
歌
の
力
は
よ
り
大
き
な
も
の
と
な
る

だ
ろ
う
。

【
実
例
④
】

○
国
語
辞
典
の
び
っ
し
り
つ
ま
る
文
字
数
の
尽
き
る
こ
と
な
き
恋
も
す
る
か
な

▽ 

国
語
辞
典
の
び
っ
し
り
つ
ま
っ
て
い
る
文
字
の
よ
う
に
ず
っ
と
い
ち
ず
に
思
い
続
け
る
恋
も
し

て
い
る
こ
と
だ
な
あ
。 

（
Ｙ
Ｈ
さ
ん)

こ
れ
も
ま
た
「
な
る
ほ
ど
」
と
納
得
さ
れ
る
よ
い
序
詞
で
あ
る
。
古
典
和
歌
に
お
い
て
数
の
多
い

こ
と
の
比
喩
と
さ
れ
る
の
は
「
海
岸
の
砂
」
や
「
繁
茂
し
た
夏
草
」
な
ど
で
あ
る
が
、
国
語
辞
典

の
文
字
は
、
こ
れ
ら
に
ま
さ
る
と
も
劣
ら
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。「
び
っ
し
り
つ
ま
る
」
と
い
う
、

口
語
的
な
表
現
が
、
歌
に
生
き
生
き
と
し
た
力
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
作
者
が
日
々

真
面
目
に
勉
強
し
て
い
る
こ
と
も
伝
わ
っ
て
く
る
。

　
こ
れ
ら
②
③
④
の
三
首
は
、
い
ず
れ
も
恋
が
尽
き
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
同
じ
心
情
を
詠
じ
て

い
る
の
だ
が
、
序
詞
（
前
半
の
物
象
）
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
印
象
が
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
、

つ
ま
り
和
歌
に
お
い
て
心
情
表
現
と
同
じ
く
ら
い
物
象
が
大
切
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
よ
う
。
そ

し
て
、
ど
の
序
詞
に
も
、
高
校
生
な
ら
で
は
の
生
き
生
き
と
し
た
感
性
が
感
じ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
四
首
の
歌
は
、「
〇
〇
」
の
部
分
が
掛
詞
的
に
働
い
て
、
物
象
か
ら
心
情

表
現
へ
と
イ
メ
ー
ジ
が
転
換
し
て
い
く
タ
イ
プ
で
あ
っ
た
。
つ
づ
く
⑤
⑥
⑦
は
、
前
半
の
物
象
が

後
半
の
心
情
表
現
の
比
喩
に
な
っ
て
い
る
。

【
実
例
⑤
】

○
学
び
舎
の
い
ま
は
あ
ら
ざ
る
桜
の
木
落
ち
行
く
こ
こ
ろ
恋
も
す
る
か
な

▽
切
ら
れ
て
し
ま
っ
た
桜
の
木
の
よ
う
に
寂
し
さ
の
あ
る
恋
も
し
て
い
る
の
か
な
あ
。（

Ｍ
Ｍ
さ
ん
）

桜
が
散
る
こ
と
は
古
典
和
歌
の
重
要
な
テ
ー
マ
で
あ
る
が
、
こ
の
歌
の
桜
は
切
ら
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ま
す
ま
す
寂
し
い
。
今
は
な
い
桜
は
、
転
校
し
て
し
ま
っ
た
恋
人
、
あ
る

い
は
卒
業
し
て
し
ま
っ
た
恋
人
の
比
喩
で
あ
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

【
実
例
⑥
】

○ 

ひ
さ
か
た
の
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
に
照
ら
さ
れ
て
奏
で
る
音
楽
恋
も
す
る
か
な

▽ 

来
週
に
あ
る
定
期
演
奏
会
で
あ
び
る
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
に
照
ら
さ
れ
て
、
ス
テ
ー
ジ
か
ら
見
る

景
色
が
す
ご
く
き
れ
い
で
ワ
ク
ワ
ク
す
る
気
持
ち
。 

（
Ｕ
さ
ん
）

定
期
演
奏
会
の
壇
上
に
い
る
高
揚
し
た
気
持
ち
、
光
に
照
ら
さ
れ
た
ス
テ
ー
ジ
の
光
景
が
、
恋
を

す
る
気
分
の
高
揚
感
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
も
し
か
し
た
ら
、
恋
し
い
人
も
会
場
に
い
て
、

ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
浴
び
る
作
者
の
姿
を
見
て
く
れ
て
い
る
の
も
し
れ
な
い
。「
ひ
さ
か
た
の
」

と
い
う
枕
詞
が
、
光
の
印
象
か
ら
「
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
」
に
転
用
さ
れ
て
い
る
の
も
面
白
い
。

【
実
例
⑦
】

○
東
京
と
千
葉
は
い
つ
も
隣
り
合
え
ど
ま
る
で
違
う
恋
も
す
る
か
な

▽ 

東
京
と
千
葉
は
隣
ど
う
し
だ
け
れ
ど
、
東
京
の
方
が
人
も
多
い
し
栄
え
て
い
て
、
千
葉
県
な
ど

眼
中
に
な
い
。
千
葉
県
民
と
し
て
東
京
は
あ
こ
が
れ
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
言
う
と
負
け
を
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固
定
し
た
用
法
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
歌
に
固
有
の
一
回
的
な
表
現
で
あ
る
。
序

詞
か
ら
下
句
へ
の
掛
か
り
方
に
は
、
掛
詞
型
と
同
音
（
あ
る
い
は
類
音
）
く
り
返
し
型
の

二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。

　
　
例
歌
　 
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
な
が
な
が
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む

　
　
　
　
　
　（
百
人
一
首
・
３
・
柿
本
人
麻
呂)

③
掛
詞

　
　
定 

義
＝
同
音
異
義
を
利
用
し
て
、
一
つ
の
言
葉
（
音
）
に
複
数
の
意
味
を
も
た
せ
る
修
辞
技

法
。
掛
け
ら
れ
る
意
味
は
通
常
二
つ
で
、
一
方
は
心
情
表
現
、
一
方
は
物
象
で
あ
る
の
が

基
本
で
あ
る
。

　
　
例
歌
　 

山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
目
も
草
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば

（
百
人
一
首
・
28
・
源
宗
于
）

　
　
　
　
　 

花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
我
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に

（
百
人
一
首
・
９
・
小
野
小
町
）

④
縁
語

　
　
定 

義
＝
一
首
の
趣
旨
と
は
ま
た
別
に
、
歌
の
中
の
あ
る
一
語
と
密
接
に
関
係
す
る
語
群
を
ち

り
ば
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
の
表
現
に
統
一
感
を
も
た
せ
る
修
辞
技
法
の
こ
と
。
掛
詞

や
比
喩
な
ど
に
伴
っ
て
副
次
的
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
　
例
歌
　
唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
た
び
を
し
ぞ
思
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
伊
勢
物
語
・
九
段
）

⑤
見
立
て

　
　
定 

義
＝
視
覚
的
な
印
象
を
中
心
と
す
る
知
覚
上
の
類
似
に
基
づ
い
て
、
実
在
す
る
事
物
Ａ
を

非
実
在
の
事
物
Ｂ
と
見
な
す
修
辞
技
法
。「
恋
す
る
心
」
の
よ
う
な
形
の
な
い
も
の
を
「
炎
」

に
た
と
え
る
と
い
っ
た
表
現
は
、
見
立
て
の
仲
間
に
は
入
ら
な
い
。
ま
た
見
立
て
に
は
「
自

然
と
自
然
の
見
立
て
」
と
「
自
然
と
人
事
の
見
立
て
」
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
後

者
は
擬
人
法
と
も
連
接
し
て
い
る
。

　
　
例
歌
　
み
吉
野
の
山
辺
に
さ
け
る
桜
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
古
今
集
・
春
上
・
60
・
紀
友
則
）

　
　
　
　
　
神
奈
備
の
三
室
の
山
を
秋
行
け
ば
錦
た
ち
き
る
心
地
こ
そ
す
れ

　（
古
今
集
・
秋
下
・
296
・
壬
生
忠
岑
）

こ
れ
ら
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
現
代
人
か
ら
見
る
と
ひ
と
し
な
み
に
「
古
い
も
の
」
で
あ
る
が
、
和

歌
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば
、
①
枕
詞
、
②
序
詞
は
『
万
葉
集
』
以
来
の
も
の
、
③
以
下
は
『
古
今
集
』

に
お
い
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
新
旧
の
差
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
補
足
説
明
を
し
た
。

　
話
を
す
る
中
で
、
特
に
注
意
を
払
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
背
後
に
あ
る
も
の
に

つ
い
て
生
徒
た
ち
自
身
に
考
え
て
も
ら
い
、
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
「
枕
詞
」
の
場
合
。
あ
る
程
度
古
典
を
勉
強
し
て
い
る
高
校
生
な
ら
ば
、「
ち
は
や

ぶ
る
→
神
」「
ひ
さ
か
た
の
→
空
・
光
」「
た
ら
ち
ね
の
→
母
」「
ぬ
ば
た
ま
の
→
夜
」
と
い
っ
た
、

基
本
的
な
枕
詞
と
被
枕
に
つ
い
て
の
知
識
は
持
っ
て
い
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
表
現
は
ど
う
し
て

行
な
わ
れ
る
の
か
？
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
か
け
に
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
け
れ
ど
も
、
被
枕
と

な
る
言
葉
の
性
格
か
ら
、
一
つ
の
仮
説
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
枕
詞
が
冠
せ
ら
れ
る

の
は
、
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
脅
威
的
な
も
の
、
大
切
な
も
の
、
崇
高
な
も
の
、
で
あ
る
。
枕
詞

と
は
、
単
な
る
飾
り
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
剥
き
出
し
に
し
て
口
に
す
る
こ
と
が
憚
ら
れ
る
よ
う

な
存
在
に
言
及
す
る
と
き
に
、
前
触
れ
と
し
て
登
場
す
る
言
葉
な
の
で
は
な
い
か
。
大
切
な
も
の

や
危
険
な
も
の
を
、
布
で
包
ん
だ
り
箱
に
梱
包
し
た
り
す
る
の
と
同
様
の
心
性
が
、
枕
詞
の
使
用

に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
「
序
詞
」
に
つ
い
て
は
、
心
情
表
現
と
物
象
の
対
応
と
い
う
問
題
に
力
点
を
置
い
て
説
明

を
試
み
た
。『
百
人
一
首
』
の
一
首
で
あ
る
「
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
な
が
な
が

し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む
」
を
例
歌
と
し
た
の
だ
が
、
こ
の
歌
は
左
の
よ
う
に
図
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
な
が
な
が
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
な
が
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む

前
半
の
「
あ
し
ひ
き
の
…
…
な
が
な
が
し
」
は
、
山
鳥
の
垂
れ
た
尾
が
長
い
こ
と
を
、
後
半
の

「
な
が
な
が
し
夜
を
…
…
」
は
、
恋
人
に
逢
え
ず
に
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
過
ご
す
夜
が
長
く
感
じ
ら

れ
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
前
半
は
「
物
象
」、
後
半
は
「
心
情
表
現
」
に
あ
た
る
の
だ
が
、

こ
の
二
つ
は
「
な
が
な
が
し
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
連
接
し
て
お
り
、
視
覚
的
な
「
長
さ
」
か

ら
時
間
的
な
「
長
さ
」
へ
の
イ
メ
ー
ジ
の
転
換
が
な
さ
れ
て
い
る
。
序
詞
と
い
わ
れ
る
の
は
、「
な

が
な
が
し
」
を
導
き
出
し
て
い
る
物
象
の
表
現
、
右
の
図
で
傍
線
を
施
し
た
「
あ
し
ひ
き
の
山
鳥

の
尾
の
し
だ
り
尾
の
」
の
部
分
で
あ
る
。
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固
定
し
た
用
法
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
歌
に
固
有
の
一
回
的
な
表
現
で
あ
る
。
序

詞
か
ら
下
句
へ
の
掛
か
り
方
に
は
、
掛
詞
型
と
同
音
（
あ
る
い
は
類
音
）
く
り
返
し
型
の

二
つ
の
タ
イ
プ
が
あ
る
。

　
　
例
歌
　 

あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
な
が
な
が
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む

　
　
　
　
　
　（
百
人
一
首
・
３
・
柿
本
人
麻
呂)

③
掛
詞

　
　
定 

義
＝
同
音
異
義
を
利
用
し
て
、
一
つ
の
言
葉
（
音
）
に
複
数
の
意
味
を
も
た
せ
る
修
辞
技

法
。
掛
け
ら
れ
る
意
味
は
通
常
二
つ
で
、
一
方
は
心
情
表
現
、
一
方
は
物
象
で
あ
る
の
が

基
本
で
あ
る
。

　
　
例
歌
　 

山
里
は
冬
ぞ
さ
び
し
さ
ま
さ
り
け
る
人
目
も
草
も
か
れ
ぬ
と
思
へ
ば

（
百
人
一
首
・
28
・
源
宗
于
）

　
　
　
　
　 

花
の
色
は
う
つ
り
に
け
り
な
い
た
づ
ら
に
我
が
身
世
に
ふ
る
な
が
め
せ
し
ま
に

（
百
人
一
首
・
９
・
小
野
小
町
）

④
縁
語

　
　
定 

義
＝
一
首
の
趣
旨
と
は
ま
た
別
に
、
歌
の
中
の
あ
る
一
語
と
密
接
に
関
係
す
る
語
群
を
ち

り
ば
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
歌
の
表
現
に
統
一
感
を
も
た
せ
る
修
辞
技
法
の
こ
と
。
掛
詞

や
比
喩
な
ど
に
伴
っ
て
副
次
的
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
。

　
　
例
歌
　
唐
衣
き
つ
つ
な
れ
に
し
つ
ま
し
あ
れ
ば
は
る
ば
る
き
ぬ
る
た
び
を
し
ぞ
思
ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　（
伊
勢
物
語
・
九
段
）

⑤
見
立
て

　
　
定 

義
＝
視
覚
的
な
印
象
を
中
心
と
す
る
知
覚
上
の
類
似
に
基
づ
い
て
、
実
在
す
る
事
物
Ａ
を

非
実
在
の
事
物
Ｂ
と
見
な
す
修
辞
技
法
。「
恋
す
る
心
」
の
よ
う
な
形
の
な
い
も
の
を
「
炎
」

に
た
と
え
る
と
い
っ
た
表
現
は
、
見
立
て
の
仲
間
に
は
入
ら
な
い
。
ま
た
見
立
て
に
は
「
自

然
と
自
然
の
見
立
て
」
と
「
自
然
と
人
事
の
見
立
て
」
の
二
つ
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、
後

者
は
擬
人
法
と
も
連
接
し
て
い
る
。

　
　
例
歌
　
み
吉
野
の
山
辺
に
さ
け
る
桜
花
雪
か
と
の
み
ぞ
あ
や
ま
た
れ
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　（
古
今
集
・
春
上
・
60
・
紀
友
則
）

　
　
　
　
　
神
奈
備
の
三
室
の
山
を
秋
行
け
ば
錦
た
ち
き
る
心
地
こ
そ
す
れ

　（
古
今
集
・
秋
下
・
296
・
壬
生
忠
岑
）

こ
れ
ら
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
現
代
人
か
ら
見
る
と
ひ
と
し
な
み
に
「
古
い
も
の
」
で
あ
る
が
、
和

歌
の
歴
史
か
ら
見
れ
ば
、
①
枕
詞
、
②
序
詞
は
『
万
葉
集
』
以
来
の
も
の
、
③
以
下
は
『
古
今
集
』

に
お
い
て
発
達
し
た
も
の
で
あ
り
、
新
旧
の
差
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
も
補
足
説
明
を
し
た
。

　
話
を
す
る
中
で
、
特
に
注
意
を
払
っ
た
の
は
、
こ
う
し
た
レ
ト
リ
ッ
ク
の
背
後
に
あ
る
も
の
に

つ
い
て
生
徒
た
ち
自
身
に
考
え
て
も
ら
い
、
イ
メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
も
ら
う
こ
と
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
「
枕
詞
」
の
場
合
。
あ
る
程
度
古
典
を
勉
強
し
て
い
る
高
校
生
な
ら
ば
、「
ち
は
や

ぶ
る
→
神
」「
ひ
さ
か
た
の
→
空
・
光
」「
た
ら
ち
ね
の
→
母
」「
ぬ
ば
た
ま
の
→
夜
」
と
い
っ
た
、

基
本
的
な
枕
詞
と
被
枕
に
つ
い
て
の
知
識
は
持
っ
て
い
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
表
現
は
ど
う
し
て

行
な
わ
れ
る
の
か
？
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
か
け
に
答
え
る
こ
と
は
難
し
い
け
れ
ど
も
、
被
枕
と

な
る
言
葉
の
性
格
か
ら
、
一
つ
の
仮
説
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
枕
詞
が
冠
せ
ら
れ
る

の
は
、
古
代
の
人
々
に
と
っ
て
脅
威
的
な
も
の
、
大
切
な
も
の
、
崇
高
な
も
の
、
で
あ
る
。
枕
詞

と
は
、
単
な
る
飾
り
で
は
な
く
、
そ
の
ま
ま
剥
き
出
し
に
し
て
口
に
す
る
こ
と
が
憚
ら
れ
る
よ
う

な
存
在
に
言
及
す
る
と
き
に
、
前
触
れ
と
し
て
登
場
す
る
言
葉
な
の
で
は
な
い
か
。
大
切
な
も
の

や
危
険
な
も
の
を
、
布
で
包
ん
だ
り
箱
に
梱
包
し
た
り
す
る
の
と
同
様
の
心
性
が
、
枕
詞
の
使
用

に
も
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
「
序
詞
」
に
つ
い
て
は
、
心
情
表
現
と
物
象
の
対
応
と
い
う
問
題
に
力
点
を
置
い
て
説
明

を
試
み
た
。『
百
人
一
首
』
の
一
首
で
あ
る
「
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
な
が
な
が

し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む
」
を
例
歌
と
し
た
の
だ
が
、
こ
の
歌
は
左
の
よ
う
に
図
解
す
る
こ
と
が

で
き
る
。

　
あ
し
ひ
き
の
山
鳥
の
尾
の
し
だ
り
尾
の
な
が
な
が
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
が
な
が
し
夜
を
ひ
と
り
か
も
寝
む

前
半
の
「
あ
し
ひ
き
の
…
…
な
が
な
が
し
」
は
、
山
鳥
の
垂
れ
た
尾
が
長
い
こ
と
を
、
後
半
の

「
な
が
な
が
し
夜
を
…
…
」
は
、
恋
人
に
逢
え
ず
に
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
で
過
ご
す
夜
が
長
く
感
じ
ら

れ
る
こ
と
を
歌
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
前
半
は
「
物
象
」、
後
半
は
「
心
情
表
現
」
に
あ
た
る
の
だ
が
、

こ
の
二
つ
は
「
な
が
な
が
し
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
連
接
し
て
お
り
、
視
覚
的
な
「
長
さ
」
か

ら
時
間
的
な
「
長
さ
」
へ
の
イ
メ
ー
ジ
の
転
換
が
な
さ
れ
て
い
る
。
序
詞
と
い
わ
れ
る
の
は
、「
な

が
な
が
し
」
を
導
き
出
し
て
い
る
物
象
の
表
現
、
右
の
図
で
傍
線
を
施
し
た
「
あ
し
ひ
き
の
山
鳥

の
尾
の
し
だ
り
尾
の
」
の
部
分
で
あ
る
。

古典和歌を詠もう―高大連携授業における実践とその分析 千葉大学教育学部研究紀要　第67巻　Ⅰ．教育科学系

（2)

『
源
氏
物
語
』
な
ど
の
教
科
書
で
も
馴
染
み
深
い
作
品
の
中
か
ら
、
教
科
書
と
は
ま
た
別
の
印
象

的
な
場
面
を
取
り
上
げ
る
の
だ
が
、
古
典
和
歌
に
つ
い
て
話
を
す
る
こ
と
も
ま
た
多
い
。
今
回
の

「
基
礎
教
養
講
座
」
で
は
、「
和
歌
の
楽
し
み
方
」
と
題
し
て
、
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
全
般
に
つ
い

て
話
を
し
た
あ
と
、
生
徒
の
み
な
さ
ん
に
実
際
に
古
典
和
歌
を
作
っ
て
も
ら
う
（
詠
ん
で
も
ら
う
）

と
い
う
計
画
を
立
て
た
。

　
こ
の
よ
う
な
計
画
を
立
て
た
こ
と
に
は
、
三
つ
の
理
由
が
あ
る
。

　
ま
ず
一
つ
め
の
理
由
は
、
日
本
古
典
文
学
の
根
本
に
あ
る
の
は
、
和
歌
の
「
こ
と
ば
」
や
和
歌

の
中
で
培
わ
れ
た
「
こ
こ
ろ
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
。
平
安
時
代
の
女
流
文
学
は
言
う
ま
で
も

な
い
が
、『
徒
然
草
』
の
よ
う
な
中
世
の
随
筆
に
も
和
歌
的
な
感
受
性
が
息
づ
い
て
い
る
し
、『
平

家
物
語
』
の
よ
う
な
軍
記
物
の
中
に
も
和
歌
的
な
情
趣
に
満
ち
た
場
面
が
存
在
し
て
い
る
。
後
世

の
俳
諧
の
基
底
に
あ
る
の
も
和
歌
で
あ
る
。
和
歌
は
古
典
文
学
の
エ
ッ
セ
ン
ス
で
あ
り
、
和
歌
を

視
座
と
す
る
こ
と
で
見
え
て
く
る
も
の
は
非
常
に
大
き
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
在
の
高
校
の
古
典
に
お
い
て
は
、
和
歌
の
学
習
が
十
分
に
行
な
わ

れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
よ
う
に
思
う
―
―
そ
れ
が
二
つ
め
の
理
由
で
あ
る
。
確
認
す
れ
ば
、
小

学
校
の
入
門
期
に
お
け
る
伝
統
的
言
語
文
化
の
学
習
の
中
で
は
、
俳
句
や
短
歌
（
和
歌
）
と
い
っ

た
短
詩
型
文
学
は
、
大
き
な
比
重
を
占
め
て
い
る
（
＊
１
）。

中
学
校
に
お
い
て
も
、
三
年
次
に
「
万
葉
・

古
今
・
新
古
今
」
と
い
う
単
元
が
組
ま
れ
て
い
る
の
は
、
国
語
科
に
関
心
を
持
つ
人
に
と
っ
て
は

周
知
の
事
柄
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
に
比
べ
る
と
、
高
校
の
古
典
に
は
詩
歌
の
学
習
が
不
足
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
（
＊
２
）。

こ
の
こ
と
は
お
そ
ら
く
、
大
学
入
試
に
詩
歌
が
単
独
で
出
題
さ
れ
る
こ
と
は

滅
多
に
な
い
（
散
文
の
中
に
含
ま
れ
る
和
歌
は
出
題
さ
れ
る
）
こ
と
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
る
の

で
あ
ろ
う
。
や
む
を
得
な
い
と
も
思
う
の
だ
が
、
小
学
校
・
中
学
校
か
ら
の
積
み
重
ね
を
考
え
る
と
、

い
さ
さ
か
も
っ
た
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
せ
っ
か
く
の
「
基
礎
教
養
講
座
」
で
あ
る
か
ら
、
少
し

だ
け
で
も
穴
埋
め
を
し
て
お
き
た
い
。

　
三
つ
め
の
理
由
は
、
要
所
さ
え
押
さ
え
れ
ば
、
古
典
和
歌
は
現
代
の
高
校
生
に
と
っ
て
も
十
分

に
面
白
い
教
材
に
な
り
得
る
と
考
え
る
こ
と
。
古
典
和
歌
に
は
、
枕
詞
・
序
詞
・
掛
詞
・
縁
語
・

見
立
て
な
ど
、
近
代
以
降
の
短
歌
に
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
な
く
な
る
特
有
の
レ
ト
リ
ッ
ク
が
あ

る
。
こ
れ
ら
は
、
高
校
生
に
は
訳
の
分
か
ら
な
い
煩
わ
し
い
約
束
事
、
棒
暗
記
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
厄
介
な
物
に
見
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
和
歌
を
敬
遠
す
る
気
持

ち
を
誘
発
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
レ
ト
リ
ッ
ク
は
、
そ
も
そ
も

の
成
り
立
ち
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
す
れ
ば
、
高
校
生
に
も
十
分
に
納
得
が
い
く
は
ず
の
も
の
で
あ
り
、

コ
ツ
を
つ
か
ん
で
し
ま
え
ば
、
自
分
な
り
に
「
古
典
和
歌
」
を
詠
ん
で
み
る
こ
と
も
可
能
な
の
で

あ
る
。
で
は
、
古
典
和
歌
を
作
っ
て
み
る
こ
と
に
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
学
習
効
果
が
あ
る
の
か
？

実
際
に
和
歌
を
詠
ん
で
み
る
こ
と
は
、
高
校
生
が
古
典
に
親
し
み
、
各
自
の
手
持
ち
の
日
本
語
を

耕
し
て
い
く
た
め
の
、
有
効
な
レ
ッ
ス
ン
と
な
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と
は
、
国
語
と

い
う
教
科
の
中
の
重
要
な
要
素
た
り
得
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

　
　
三
　
古
典
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
知
ろ
う
―
―
講
義
の
概
要

　
今
回
私
が
担
当
し
た
授
業
は
、
平
成
三
十
年
度
「
千
葉
東
高
校
基
礎
教
養
講
座
」
の
第
五
回
・

第
六
回
に
あ
た
る
。
開
催
日
時
は
四
月
二
十
八
日
（
土
曜
日
）、
九
時
か
ら
十
時
三
十
分
と
、
十

時
四
十
分
か
ら
十
二
時
十
分
（
計
二
コ
マ
分
）、
開
催
場
所
は
高
校
の
セ
ミ
ナ
ー
ハ
ウ
ス
で
あ
っ
た
。

参
加
し
て
く
れ
た
生
徒
は
七
名
で
、
内
訳
は
三
年
生
三
人
、
二
年
生
四
人
、
先
生
お
二
人
も
同
席

し
て
く
だ
さ
っ
た
。
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
直
前
の
、
初
夏
を
先
取
り
し
た
よ
う
な
す
が
す
が
し

い
晴
天
の
日
で
、
校
門
を
く
ぐ
る
と
、
部
活
動
に
励
む
生
徒
の
み
な
さ
ん
の
元
気
な
声
が
聞
こ
え

て
き
た
。
大
学
と
は
ま
た
違
っ
た
、
光
と
活
気
に
あ
ふ
れ
る
学
び
舎
で
あ
る
。

　
ま
ず
講
座
の
前
半
は
、
私
の
講
義
を
主
体
と
し
た
。
簡
単
な
自
己
紹
介
の
あ
と
、
あ
ら
か
じ
め

用
意
し
た
プ
リ
ン
ト
を
配
布
し
、
古
典
和
歌
の
レ
ト
リ
ッ
ク
（
枕
詞
・
序
詞
・
掛
詞
・
縁
語
・
見

立
て
）
に
つ
い
て
、『
百
人
一
首
』
や
『
古
今
和
歌
集
』
な
ど
の
よ
く
知
ら
れ
た
歌
を
例
に
引
き

な
が
ら
、
話
を
進
め
た
。
プ
リ
ン
ト
に
記
し
た
事
柄
の
一
部
を
抜
粋
し
て
お
こ
う
。

【
配
布
し
た
プ
リ
ン
ト
の
抜
粋
】

①
枕
詞

　
　
定 

義
＝
特
定
の
語
に
冠
せ
ら
れ
る
五
音
節
以
下
か
ら
な
る
語
。
通
常
は
語
義
未
詳
で
、
掛
か

る
言
葉
は
固
定
し
て
い
る
。
被
枕
（
＝
枕
詞
が
掛
か
る
言
葉
の
こ
と
）
と
な
る
の
は
、
畏

怖
す
べ
き
も
の
、
驚
異
的
な
も
の
、
崇
高
な
も
の
、
大
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
超

越
的
な
も
の
に
対
す
る
古
代
の
人
々
の
信
仰
的
な
心
情
に
由
来
す
る
表
現
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
例
歌
　
ち
は
や
ぶ
る
神
代
も
き
か
ず
竜
田
川
唐
紅
に
水
く
く
る
と
は

（
百
人
一
首
・
17
・
在
原
業
平
）

②
序
詞

　
　
定 

義
＝
あ
る
言
葉
を
導
き
出
す
た
め
に
用
い
ら
れ
る
七
音
節
以
上
の
語
句
。
枕
詞
の
よ
う
に
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古
典
和
歌
を
詠
も
う

 

　―
高
大
連
携
授
業
に
お
け
る
実
践
と
そ
の
分
析
―

鈴
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葉
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Let’s com
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―
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Faculty of Education, Chiba U
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本
レ
ポ
ー
ト
は
、
平
成
三
十
年
度
（
二
〇
一
八
）
四
月
に
筆
者
が
行
な
っ
た
、
高
大
連
携
授
業
（
千
葉
東
高
等
学
校
基
礎
教
養
講
座
）
の
実
践
報
告
で
あ
る
。
講
義
の
内
容
は
「
和
歌
を
楽
し
も
う
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
を
掲
げ
て
、
ま
ず
古
典
和
歌
を
特
徴
づ
け
て
い
る
レ
ト
リ
ッ
ク
に
つ
い
て
包
括
的
な
講
義
を
し
た
の
ち
、
受
講
者
自
身
に
序
詞
を
用
い
た
和
歌
（
短
歌
で
は
な
い
）
を
創
作
し
て
も
ら
う
も
の
で

あ
っ
た
。
目
標
と
し
た
の
は
、（
１
）
受
講
者
に
古
典
に
親
し
ん
で
も
ら
う
こ
と
、（
２
）
受
講
者
自
身
の
日
本
語
を
耕
す
レ
ッ
ス
ン
の
場
を
設
け
る
こ
と
、
の
二
つ
で
あ
る
。
受
講
者
が
創
作
し
た
和
歌
を
紹

介
し
つ
つ
、
授
業
の
全
体
を
記
録
・
分
析
し
、
後
日
の
授
業
実
践
へ
の
手
が
か
り
と
し
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド
…
…
和
歌
（W

aka

）・
国
語
（Language

）・
高
等
学
校
（H

igh school

）・
大
学
（U

niversity

）・
創
作
（Com

position

）

　
　
一
　
は
じ
め
に

　
千
葉
大
学
教
育
学
部
で
は
、
平
成
十
七
年
度
（
二
〇
〇
五
）
に
千
葉
県
教
育
委
員
会
と
交
わ
し

た
協
定
に
基
づ
い
て
、
県
内
の
三
つ
の
公
立
高
等
学
校
（
県
立
千
葉
女
子
高
等
学
校
・
同
千
葉
東

高
等
学
校
・
同
木
更
津
高
等
学
校
）
に
お
い
て
、
継
続
的
に
高
大
連
携
授
業
を
実
施
し
て
い
る
。

全
十
五
コ
マ
を
ワ
ン
セ
ッ
ト
と
す
る
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
の
授
業
で
、
前
期
の
土
曜
日
午
前
中
の
時

間
帯
を
利
用
し
て
、
大
学
の
教
員
が
先
方
の
高
校
に
出
向
き
、
受
講
を
希
望
し
た
高
校
生
た
ち
と

一
緒
に
講
義
を
行
な
う
。
高
校
生
に
と
っ
て
も
単
な
る
オ
プ
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
講
座

を
無
事
終
了
す
る
と
、
卒
業
単
位
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
仕
組
み
で
あ
る
。
高
大
連
携
授
業
の
試

み
は
、
ま
ず
は
高
校
生
の
勉
学
や
進
路
選
択
の
一
助
と
な
る
こ
と
（
で
き
れ
ば
教
育
学
部
へ
の
関

心
を
高
め
て
も
ら
う
こ
と
）
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
授
業
を
担
当
す
る
大
学
教
員
に
と
っ

て
も
、
高
校
生
の
興
味
・
関
心
・
学
力
の
実
態
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
知
る
と
同
時
に
、
自
分
自
身

の
研
究
や
教
育
の
あ
り
方
に
つ
い
て
ふ
り
返
る
絶
好
の
機
会
と
な
っ
て
い
る
。

　
私
自
身
も
、
こ
の
十
年
余
り
の
あ
い
だ
に
、
三
校
す
べ
て
に
お
い
て
複
数
回
の
授
業
を
担
当
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
こ
と
を
学
ん
で
き
た
。
平
成
三
十
年
度
に
は
、
千
葉
東
高
等
学
校
に
お
い
て
二
コ
マ

分
の
授
業
を
担
当
し
た
の
で
、
そ
の
内
容
と
そ
こ
か
ら
得
た
知
見
に
つ
い
て
、
簡
単
で
は
あ
る
が

覚
え
書
き
を
記
し
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
千
葉
東
高
校
で
は
、
本
連
携
授
業
を
「
基
礎
教

養
講
座
」
と
名
づ
け
て
い
る
の
で
、
以
下
本
稿
に
お
い
て
も
こ
の
名
称
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

　
　
二
　
古
典
和
歌
を
取
り
上
げ
る
理
由

　
私
は
古
典
文
学
を
担
当
す
る
教
員
で
、
出
張
授
業
に
出
か
け
る
際
に
は
、
プ
リ
ン
ト
を
持
参
し
て
、

具
体
的
な
古
文
の
一
節
を
講
読
す
る
こ
と
に
し
て
い
る
。
多
く
の
場
合
『
枕
草
子
』『
伊
勢
物
語
』

doi：10.20776/S13482084-67-P428

－428－


