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一
．
違
和
感
か
ら
始
ま
る
「
読
み
」

　

な
ぜ
、「
赤
い
繭
」
を
高
校
生
に
読
ま
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
？

　

高
校
で
現
代
文
を
教
え
る
と
き
、
教
科
書
を
開
い
て
最
初
に
思
っ
た
素
朴
な
疑
問
だ
。

　

平
成
二
十
六
年
度
の
教
科
書
改
訂
で
多
少
変
更
が
あ
っ
た
が
、
現
在
で
も
安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
を
掲
載
し
て
い
る
教
科
書
は
多
い
。
一
九
七
〇
年
代
に
登
場
し
て
以
降
、
こ
の

短
編
が
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
に
違
和
感
が
消
え
な
い
。
確
か
に
木
村
陽
子
氏
の
述
べ
る
よ
う
に
、
七
〇
年
代
の
安
部
公
房
は
人
気
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
今
の
高
校
生
に
と
っ
て
、
そ
れ
ほ
ど
馴
染
み
の
深
い
作
家
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
何
も
、
安
部
公
房
の
作
品
が
教
科
書
と
い
う
高
校
生
全
般
に
教
え
る
教
材
と

し
て
適
さ
な
い
と
か
、
今
の
高
校
生
の
学
力
レ
ベ
ル
に
合
わ
な
い
と
か
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
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な
ぜ
、
今、

の、

時、

代、

に
、
安
部
公
房
な
の
か
。「
赤
い
繭
」
な
の
か
。

　

と
い
う
疑
問
が
、
消
え
な
い
の
だ
。

　
「
赤
い
繭
」
は
一
九
五
〇
年
十
二
月
「
人
間
」
に
発
表
さ
れ
、
雑
誌
「
近
代
文
学
」
の
第
二
回
戦
後
文
学
賞
を
受
賞
し
た
「
三
つ
の
寓
話
（
赤
い
繭
）（
洪
水
）（
魔
法
の
チ
ョ
ー

ク
）」
の
一
作
品
だ
。
戦
後
、
た
っ
た
五
年
で
書
か
れ
た
こ
の
小
説
に
は
、「
寓
話
」
と
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
当
時
の
時
代
状
況
、
あ
る
い
は
作
家
の
置
か
れ

て
い
た
環
境
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
内
容
を
解
釈
す
る
の
は
極
め
て
難
し
い
。

　

作
品
研
究
と
し
て
の
先
行
論
文
の
解
釈
の
流
れ
は
大
き
く
二
つ
の
視
点
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
。
一
つ
は
、「
お
れ
」
の
自
我
の
崩
壊
の
物
語
と
し
て
の
解
釈
、
も
う
一
つ
は
安
部
の

マ
ル
キ
シ
ズ
ム
へ
の
接
近
を
踏
ま
え
て
、
社
会
と
「
お
れ
」
の
歪
み
を
当
時
の
時
代
状
況
を
鑑
み
て
読
み
解
く
も
の
だ
。
前
者
の
典
型
は
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
リ
ー
氏
が
「
自
分
の

家
を
探
し
求
め
る
主
人
公
自
身
が
、
社
会
の
中
に
自
分
の
場
所
を
得
よ
う
と
す
る
人
間
一
般
の
メ
タ
フ
ァ
ー
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
社
会
（
彼
を
追
い
立
て
る
女
と
警
官
に
よ
っ
て

代
表
さ
れ
る
）
が
、
非
人
間
化
さ
れ
、
い
つ
わ
り
の
も
の
で
あ
る
た
め
に
、『
場
所
』
を
発
見
す
る
た
め
に
は
、
真
の
自
我
を
失
う
と
い
う
犠
牲
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
」 

と
指
摘
し
た
よ
う
な
、「
家
」
と
「
共
同
体
」
と
の
中
に
お
い
て
「
お
れ
」
の
自
己
存
在
を
問
う
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
中
野
和
典
氏
は
「
繭
」
化
に
よ
っ
て
、「
お
れ
」
が
自
分
の

身
体
を
「
所
有
す
る
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
へ
の
疑
義
を
唱
え
る
存
在
に
変
身
す
る
と
指
摘
す
る
。
玉
川
晶
子
氏
は
所
有
物
と
し
て
の
「
お
れ
の
家
」
が
得
ら
れ
な
い
状
況
に

「
私
的
所
有
と
い
う
観
点
で
自
己
の
存
在
の
根
本
を
探
っ
て
も
、
自
己
存
在
は
獲
得
で
き
な
い
」
と
考
察
す
る
。
桑
原
真
臣
氏
は
「
お
れ
」
の
「
歩
き
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

理
由
を
「
ど
こ
か
の
場
所
に
帰
属
す
る
こ
と
で
『
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
』
を
確
立
し
よ
う
と
考
え
る
人
間
は
、『
共
同
体
』
側
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
で
は
じ
め
て
存
在
価
値
が
生
じ

る
」
と
、「
共
同
体
」
側
か
ら
の
「
お
れ
」
の
存
在
意
義
を
確
認
す
る
。
一
方
、
後
者
に
は
、
田
中
裕
之
氏
の
よ
う
に
当
時
の
安
部
の
リ
ル
ケ
へ
の
傾
倒
を
踏
ま
え
、
安
部
の
言
う

と
こ
ろ
の
「
死
者
の
平
和
」
か
ら
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
経
由
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ズ
ム
へ
と
向
か
う
、
思
想
的
な
変
遷
の
表
れ
と
位
置
付
け
る
も
の
が
あ
る
。
高
橋
龍
夫
氏
は
占

領
下
の
一
九
五
〇
年
前
後
の
レ
ッ
ド
・
パ
ー
ジ
な
ど
の
時
代
状
況
と
と
も
に
「
一
旦
言
葉
の
も
つ
実
際
的
な
意
味
を
メ
タ
フ
ァ
ー
に
圧
縮
す
る
こ
と
で
記
号
化
し
、
そ
れ
ら
を
テ
ク

ス
ト
上
に
載
せ
て
伝
達
す
る
こ
と
で
検
閲
や
メ
デ
ィ
ア
の
自
主
規
制
を
く
ぐ
り
抜
け
、
読
者
の
側
で
記
号
化
さ
れ
た
メ
タ
フ
ァ
ー
に
付
随
す
る
実
際
的
な
意
味
を
改
め
て
解
凍
・
増

幅
す
る
と
い
う
テ
ク
ス
ト
・
シ
ス
テ
ム
」
と
、
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
本
作
を
位
置
付
け
る
。

　

ど
の
先
行
論
文
も
そ
の
慧
眼
に
感
服
す
る
し
目
か
ら
う
ろ
こ
な
の
だ
が
、
こ
れ
を
そ
の
ま
ま
生
徒
に
提
示
し
て
も
腑
に
落
ち
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
先
ず
一
九
五
〇
年
前
後

（
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の
時
代
状
況
が
分
か
ら
な
い
。
そ
し
て
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
安
部
公
房
と
い
う
作
家
が
、
も
は
や
生
徒
に
と
っ
て
は
読
み
慣
れ
て
い
な
い
。
よ
っ
て
、
戦
後
七
〇
年
を
超
え
よ
う

と
し
て
い
る
現
在
、
そ
の
寓
意
性
に
気
が
付
く
の
は
、
現
代
の
高
校
生
に
難
し
い
。
つ
ま
り
、
一
九
五
〇
年
当
時
の
同
時
代
的
な
読
み
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
な
の
だ
。
一
九
九
九
年

の
指
導
要
領
改
訂
を
受
け
た
二
つ
の
教
科
書
の
指
導
資
料
に
も
、「
赤
い
繭
」
を
掲
載
す
る
目
的
を
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　

東
京
書
籍　

精
選　

現
代
文

　
　

  〈
教
材
の
ね
ら
い
〉

安
部
公
房
の
「
赤
い
繭
」
は
、
戦
後
ま
も
な
く
の
作
品
で
あ
り
な
が
ら
、
都
市
に
お
け
る
人
間
の
孤
独
感
を
み
ご
と
に
表
現
し
、
現
代
の
疎
外
状
況
を
鮮
烈
に
浮
き
彫
り
に

し
て
い
る
。

　

教
育
出
版　

新
版　

現
代
文

　
　

  〈
教
材
の
ね
ら
い
〉

さ
て
、
本
教
材
『
赤
い
繭
』
は
、
一
九
五
〇
年
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
問
題
は
極
め
て
現
代
的
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
読
み
方
」
次

第
で
現
代
社
会
が
抱
え
持
つ
問
題
を
照
ら
し
出
し
、
そ
の
中
に
生
き
る
私
た
ち
に
と
っ
て
切
実
な
問
題
意
識
を
引
き
出
す
可
能
性
を
持
つ
作
品
で
あ
る
。

　

二
つ
の
指
導
資
料
と
も
、
現
代
の
問
題
を
捉
え
ら
れ
る
作
品
、
戦
後
と
い
う
時
代
に
囚
わ
れ
な
い
読
み
を
要
求
し
て
い
る
。
か
な
り
の
自
由
度
を
持
つ
読
み
を
期
待
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
実
、
そ
の
後
の
指
導
資
料
は
「
家
」
や
「
制
度
」
な
ど
、
社
会
と
個
人
の
相
克
と
い
う
漠
然
と
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
群
と
し
て
読
む
こ
と
が
示
さ
れ
て
い

る
。
お
そ
ら
く
先
行
論
文
に
お
い
て
先
鞭
を
つ
け
ら
れ
た
道
筋
に
よ
る
解
釈
を
、
授
業
で
も
期
待
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
改
訂
の
あ
っ
た
東
京
書
籍
に
お
い
て
は
「
繭
」
の
持
つ
イ
メ
ー
ジ
や
、「
共
同
体
」
と
「
個
人
」、
あ
る
い
は
「
家
」
と
「
所
有
」
の
問
題
、
さ
ら
に
は
一
九
五
〇
年
代

の
時
代
状
況
に
触
れ
つ
つ
も
、
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四

解
釈
が
ゆ
れ
る
作
品
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
学
習
材
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
。
解
釈
の
ゆ
れ
を
比
較
検
討
し
て
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
に
考
え
た
か
の
過
程
を
認
識
す
る
こ
と
で
、

「
赤
い
繭
」
で
国
語
の
力
を
養
っ
た
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
本
文
語
句
を
再
検
討
し
て
、
想
像
し
、
そ
し
て
意
見
を
構
築
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
学
習
者
の
さ

ま
ざ
ま
な
言
語
活
動
を
と
お
し
て
学
習
す
る
こ
と
が
、
こ
の
教
材
を
活
か
す
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

（
東
京
書
籍　

精
選
現
代
文　

指
導
資
料　

補
説
「
読
解
を
深
め
る
た
め
に
」）

　

と
あ
り
、
多
様
な
読
み
と
、
さ
ら
に
学
習
者
で
あ
る
生
徒
が
自
ら
の
読
み
を
提
示
す
る
と
い
う
、
必
ず
し
も
同
時
代
的
な
文
脈
を
意
識
し
な
い
で
よ
い
と
示
さ
れ
た
の
は
面
白

い
。
そ
も
そ
も
、
単
に
一
九
五
〇
年
代
を
知
識
と
し
て
知
る
こ
と
が
国
語
の
目
標
で
も
な
い
。
安
部
公
房
や
時
代
背
景
を
知
ら
な
い
と
読
め
な
い
で
は
、
国
語
教
科
書
に
載
る
意
味

は
乏
し
い
は
ず
だ
。
そ
こ
で
、
出
発
点
に
戻
る
。

　

な
ぜ
、
今、

の、

時、

代、

に
、
安
部
公
房
な
の
か
。「
赤
い
繭
」
な
の
か
。

　

も
し
、「
赤
い
繭
」
が
掲
載
し
続
け
る
こ
と
に
意
味
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
新
し
い
学
習
指
導
要
領
の
改
訂
は
、
考
察
に
値
す
る
。
つ
ま
り
「
言
語
活
動
の
充
実
」
に
力
点
を

置
い
た
指
導
だ
。

第
１
章　

総
則

第
１
款　

 

教
育
課
程
編
成
の
一
般
方
針

１　
（
前
略
）　

学
校
の
教
育
活
動
を
進
め
る
に
当
た
っ
て
は
，
各
学
校
に
お
い
て
，
生
徒
に
生
き
る
力
を
は
ぐ
く
む
こ
と
を
目
指
し
，
創
意
工
夫
を
生
か
し
た
特
色
あ
る
教

育
活
動
を
展
開
す
る
中
で
，
基
礎
的
・
基
本
的
な
知
識
及
び
技
能
を
確
実
に
習
得
さ
せ
，
こ
れ
ら
を
活
用
し
て
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
必
要
な
思
考
力
，
判
断
力
，
表
現

力
そ
の
他
の
能
力
を
は
ぐ
く
む
と
と
も
に
，
主
体
的
に
学
習
に
取
り
組
む
態
度
を
養
い
，
個
性
を
生
か
す
教
育
の
充
実
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
際
，
生
徒
の
発

達
の
段
階
を
考
慮
し
て
，
生
徒
の
言
語
活
動
を
充
実
す
る
と
と
も
に
，
家
庭
と
の
連
携
を
図
り
な
が
ら
，
生
徒
の
学
習
習
慣
が
確
立
す
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
10
）
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各
教
科
、
そ
れ
ぞ
れ
が
「
言
語
活
動
の
充
実
」
を
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
社
会
の
中
で
主
体
的
な
行
動
・
発
言
を
確
立
す
る
た
め
に
求
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
そ
の
中
で
、
も
ち

ろ
ん
「
言
語
」
を
扱
う
国
語
は
中
心
的
な
役
割
を
期
待
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
先
に
取
り
上
げ
た
東
京
書
籍
の
指
導
資
料
に
も
、「
言
語
活
動
」
に
ふ
れ
る
部
分
は
あ
る
。
た
だ
し
、

肝
心
の
「
表
現
と
言
語
活
動
」
の
内
容
に
つ
い
て
は
何
も
な
い
。
例
と
し
て
「『
内
容
紹
介
文
』
を
書
こ
う
！
」
程
度
で
あ
る
。
具
体
的
な
指
針
も
な
い
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
新

し
く
強
調
さ
れ
た
「
言
語
活
動
の
充
実
」
の
た
め
に
、「
赤
い
繭
」
は
可
能
性
を
開
く
も
の
と
考
え
、
実
際
に
授
業
時
に
生
徒
と
ど
の
よ
う
な
授
業
を
展
開
し
て
い
く
の
か
―
― 

一
つ
の
具
体
的
な
方
法
を
提
示
し
、
検
証
し
て
い
き
た
い
と
考
え
る
。

二
．
多
様
な
読
み
の
可
能
性

　

ま
ず
は
、
各
社
指
導
資
料
の
い
う
「
多
様
な
読
み
」
の
可
能
性
を
考
え
た
い
。

　

安
部
公
房
は
、
よ
く
教
科
書
に
載
る
自
分
の
作
品
に
つ
い
て
複
雑
な
思
い
を
吐
露
す
る
。

　

僕
が
一
番
い
や
な
の
は
、
僕
は
な
ぜ
か
教
科
書
に
小
説
が
出
ま
す
。（
笑
）
こ
れ
は
笑
い
話
で
は
な
く
て
、
あ
れ
は
法
律
的
に
断
れ
な
い
の
で
す
。
僕
は
な
に
も
お
願
い

し
て
喜
ん
で
出
し
て
も
ら
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
す
。
法
律
的
に
事
後
承
諾
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
か
ら
、
断
れ
な
い
。
出
て
い
る
で
し
ょ
う
。
次
に
、
右
の

文
章
の
大
意
を
述
べ
よ
と
書
い
て
あ
る
。
大
意
を
述
べ
よ
と
は
何
で
す
か
。
デ
ジ
タ
ル
化
し
ろ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
ま
ず
そ
う
し
て
デ
ジ
タ
ル
教
育
し
て
い
く
の
で

す
。
僕
の
「
赤
い
繭
」
な
ど
を
書
い
た
時
、
僕
自
身
だ
っ
て
デ
ジ
タ
ル
的
に
説
明
し
ろ
と
い
わ
れ
た
ら
し
ゃ
く
に
さ
わ
る
。
そ
れ
を
「
赤
い
繭
」、
せ
っ
か
く
僕
が
愛
し
て

い
る
文
章
の
突
端
に
、
右
の
文
章
の
大
意
を
述
べ
よ
と
。「
赤
い
繭
」
の
赤
は
何
の
意
味
が
あ
る
か
な
ど
と
、
全
然
頭
に
き
て
し
ま
う（
笑
）。

　

ユ
ー
モ
ア
も
含
ま
れ
る
発
言
で
は
あ
る
が
、
安
部
の
不
満
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

先
に
取
り
上
げ
た
先
行
研
究
の
研
究
者
の
多
く
は
、
お
そ
ら
く
「
寓
話
」
あ
る
い
は
「
メ
タ
フ
ァ
ー
」
と
し
て
何
を
読
む
の
か
、
つ
ま
り
は
作
品
の
主
題
を
論
じ
て
き
て
い
る
。

そ
の
論
じ
る
視
点
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
納
得
す
る
部
分
も
多
か
っ
た
。
た
だ
し
、
あ
る
一
人
の
研
究
者
の
、
一
つ
の
意
味
で
の
解
釈
が
、
一
般
的
に
受
け
入
れ
ら
れ

（
11
）



安
部
公
房
「
赤
い
繭
」
教
材
研
究　

 

─ 

今
、
教
科
書
で
安
部
公
房
を
読
む
意
味 
─

六

— 207 —

る
絶
対
的
な
解
釈
と
考
え
る
の
は
難
し
い
。「
赤
い
繭
」
と
い
う
作
品
を
凡
庸
な
視
点
で
捉
え
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
よ
っ
て
、
先
に
挙
げ
た
先
行
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
新
し

く
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ツ
マ
ラ
ナ
イ
。
そ
の
よ
う
な
不
満
が
安
部
公
房
に
あ
っ
て
の
、「
デ
ジ
タ
ル
化
」
と
い
う
、
こ
の
発
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

授
業
に
お
い
て
、
生
徒
の
読
み
の
多
様
性
を
中
心
に
置
く
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
こ
そ
重
要
だ
。
す
な
わ
ち
、
教
師
（
あ
る
い
は
指
導
資
料
や
、
先
行
研
究
の
一
編
）
が
指
定
す
る

「
読
み
」
は
「
赤
い
繭
」
と
い
う
作
品
の
読
み
を
限
定
し
、
想
像
力
を
減
殺
し
、
格
段
に
ツ
マ
ラ
ナ
イ
も
の
に
す
る
。
い
わ
く
、
文
学
は
「
面
白
く
な
い
」。
そ
も
そ
も
代
替
可
能
な

「
何
か
」
に
意
味
を
預
け
る
こ
と
が
「
面
白
い
」
な
ら
、
そ
の
「
何
か
」
そ
の
も
の
を
楽
し
ん
だ
ほ
う
が
い
い
。「
文
学
」
は
、
そ
の
よ
う
に
し
て
「
意
味
と
い
う
病
」
に
捕
ら
わ
れ

て
い
く
。

　

そ
こ
で
、
森
川
達
也
氏
の
、「
赤
い
繭
」
論
と
し
て
は
初
期
の
論
考
に
戻
っ
て
し
ま
う
。

こ
の
作
品
の
生
命
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
、「
赤
い
繭
」
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い
る
イ
メ
ー
ジ
の
美
し
さ
、
に
あ
る
。
夕
日
を
受
け
て
赤
々
と
輝
く
絹
の
繭
。
そ
の
輝
き
を
そ

の
ま
ま
内
側
に
封
じ
込
ん
で
、
暗
闇
の
中
で
次
第
に
照
り
映
え
て
行
く
、
ま
る
や
か
な
輪
郭
を
も
っ
た
「
赤
い
繭
」
の
イ
メ
ー
ジ
。
作
者
の
心
を
と
ら
え
た
の
は
、
ま
ず
こ

の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。

　

森
川
氏
は
、
こ
の
作
者
の
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
鮮
烈
さ
と
、
そ
れ
を
共
有
す
る
読
者
の
幸
福
な
関
係
を
述
べ
る
。「
お
れ
」
が
「
赤
い
繭
」
に
変
形
す
る
場
面
に
つ
い
て
は
、

自
分
の
体
は
消
滅
し
て
も
、
そ
の
消
滅
し
て
行
く
自
分
を
じ
っ
と
見
守
っ
て
い
る
意
識
だ
け
は
消
滅
せ
ず
に
、
と
い
う
よ
り
も
、
逆
に
い
っ
そ
う
明
晰
に
意
識
さ
れ
な
が
ら

受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
く
。
む
ろ
ん
こ
れ
は
一
つ
の
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
読
者
の
意
識
は
こ
の
矛
盾
を
ご
く
自
然
に
、
し
か
し
避
け
ら
れ
ぬ
一
つ
の
必
然
と
し

て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
肯
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
あ
と
に
や
っ
て
く
る
赤
い
繭
の
イ
メ
ー
ジ
が
実
に
美
し
い
。
読
者
の
心
に
は
、
い
つ
ま
で
も
夕
焼
け
色
に
輝
き
続

け
る
赤
い
繭
と
な
っ
た
自
分
自
身
の
イ
メ
ー
ジ
が
、
一
種
の
自
己
憐
愍
と
、
不
思
議
な
安
定
感
と
を
伴
っ
て
、
鮮
明
に
刻
印
さ
れ
て
残
っ
て
行
く
。

（
12
）

（
13
）

（
14
）
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ほ
と
ん
ど
作
品
解
説
、
と
い
う
よ
り
も
感
想
文
に
近
い
論
考
だ
と
い
う
印
象
が
あ
る
が
、
し
か
し
生
徒
の
読
み
を
授
業
の
中
心
に
据
え
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
最
も
理
想
的
か
も

し
れ
な
い
。
い
か
に
し
て
「
イ
メ
ー
ジ
」
を
膨
ら
ま
し
、
自
分
な
り
の
「
読
み
」
を
確
立
し
、
そ
れ
を
他
者
に
伝
え
る
か
―
―
。
先
行
論
文
の
多
士
済
々
の
鋭
い
論
点
や
森
川
論
か

ら
伺
え
る
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
は
改
訂
さ
れ
た
指
導
要
領
の
「
言
語
活
動
の
充
実
」
に
ひ
き
つ
け
つ
つ
、
生
徒
の
「
読
み
」
の
可
能
性
を
活
か
し
た
授
業

構
成
―
―
そ
れ
が
求
め
ら
れ
る
し
、
そ
れ
が
で
き
る
作
品
が
「
赤
い
繭
」
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
意
味
で
は
「
赤
い
繭
」
と
い
う
作
品
は
幸
せ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
の
幸
せ
を
享
受
で
き
る
よ
う
な
授
業
の
一
案
を
、
実
際
の
授
業
の
展
開
か
ら
、
生
徒
の
「
読
み
」
を
深
め
る
た
め
の
方
法
と
し
て
提
案
し
た
い
と
考
え
る
。

　

キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
現
代
」
で
あ
る
。「
現
代
」
を
捉
え
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
の
手
法
を
借
り
、
グ
ル
ー
プ
学
習
を
そ
の
中
心
に
据
え
て
考
え
た
い
。

三
．
具
体
的
な
授
業
案 

―
― 

現
代
的
な
視
点
で
の
「
読
み
」
の
学
習
案

　
　

目
的
・「
赤
い
繭
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
生
徒
一
人
一
人
が
確
立
し
、
発
表
す
る
（
他
生
徒
か
ら
の
評
価
を
含
む
）。

　
　

方
法
・

 

第
一
段
階　

黙
読
（
通
読
）

 
 

初
読
の
感
想
（
学
習
シ
ー
ト
①
）

 
 

《
留
意
点
》 

余
計
な
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
な
い
た
め
、
黙
読
を
指
導
す
る
。 

 

 
 

 

疑
問
点
と
、
印
象
深
か
っ
た
点
を
分
け
て
考
え
さ
せ
る
（
次
の
指
導
の
た
め
、
そ
の
理
由
を
意
識
さ
せ
る
）

 

第
二
段
階　

グ
ル
ー
プ
学
習

 
 

気
に
な
る
箇
所
を
話
し
合
う
（
初
読
の
感
想
（
学
習
シ
ー
ト
①
）
を
活
用
し
、
見
せ
合
い
、
話
し
合
う
）

 
 

こ
こ
で
は
、
話
し
合
い
に
と
ど
め
、
教
師
側
か
ら
「
気
に
な
る
単
語
カ
ー
ド
」
を
作
成
す
る
よ
う
に
指
示
。

 
 

（
具
体
的
に
は
、「
家
」「
道
」「
女
」「
彼
」「
夕
暮
れ
」「
赤
」「
繭
」
な
ど
。）

 
 

各
グ
ル
ー
プ
か
ら
集
め
た
語
句
を
、
発
表
し
、
言
葉
の
連
想
、
本
文
に
お
け
る
言
葉
同
士
の
関
係
図
を
書
か
せ
る
。
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学
習
シ
ー
ト
①
「
赤
い
繭
」
を
初
め
て
読
ん
で
（
初
読
の
感
想
を
忘
れ
な
い
で
！
篇
）

 

組 
 

番
・
氏
名 

◎
通
読
し
た
時
の
、
感
想
を
ま
と
め
よ
う
！
（
ど
こ
が
、
ど
う
、
面
白
か
っ
た
？ 

具
体
的
に
）

◎
印
象
に
残
っ
た
言
葉
を
抜
き
出
そ
う
！

◎
好
き
な
登
場
人
物
は
？
そ
の
理
由
を
含
め
て
書
い
て
み
よ
う
。

　
　
実
写
映
画
化
す
る
と
し
た
ら
…
そ
の
人
は
誰
に
演
じ
て
ほ
し
い
？

　
　
理
由
は
？

☆
疑
問
に
思
っ
た
こ
と
を
抜
き
出
し
、
書
い
て
お
こ
う
。

◎
全
て
の
授
業
終
了
後
に
…
　「
赤
い
繭
」
の
感
想
を
書
い
て
み
よ
う
！

学習シート②　◯グループ発表 評価シート◯  組  番・氏名 

班 メンバー なるほど！と納得した点 「？」と疑問に思った点 10点満点で…何点？

A

／10

B

／10

C

／10

D

／10

E

／10
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《
留
意
点
》 

「
言
葉
」
の
も
つ
意
味
を
、
生
徒
な
り
に
考
え
さ
せ
る
。

 
 

 
 「

赤
い
繭
」
か
ら
離
れ
て
も
い
い
が
、
関
係
（
同
意
、
対
比
、

具
体
―
抽
象
、
包
摂
な
ど
）
を
示
さ
せ
る
。

 
 

 

可
視
化
で
き
る
よ
う
に
矢
印
や
統
合
な
ど
を
用
い
る
。

 
 

 
 

そ
の
際
、
横
関
係
が
同
意
か
対
比
、
下
が
包
摂
関
係
な
ど
と

指
示
（
具
体
例
１
・
具
体
例
２
）。

 
 

→
発
表（
連
想
し
た
こ
と
を
ま
と
め
て
話
さ
せ
る
。
根
拠
を
明
確
に
す
る
。）

 
 

→
各
班
の
発
表
内
容
評
価
（
学
習
シ
ー
ト
②
）

 
 

《
留
意
点
》  

評
価
に
お
い
て
は
、
客
観
的
な
視
点
を
重
視
し
た
い
。
す
な

わ
ち
、
反
論
の
根
拠
を
示
す
よ
う
に
書
く
こ
と
、
そ
の
根
拠

が
確
か
に
「
赤
い
繭
」
本
文
中
か
ら
窺
え
る
内
容
で
あ
る
こ

と
（
本
文
に
言
葉
で
明
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
）
を
注
意
し
、

学
習
シ
ー
ト
②
に
ま
と
め
さ
せ
た
い
。

 

第
三
段
階　

 

作
品
に
戻
っ
て
、
同
様
の
言
葉
を
イ
メ
ー
ジ
が
、
作
品
に
ど
う
生
か

さ
れ
、
意
味
を
構
成
し
て
い
る
か
考
察
。

 
 

（
作
品
論
の
形
成
へ
）

 
 

《
留
意
点
》  

グ
ル
ー
プ
で
考
え
た
こ
と
、
発
表
で
聞
い
た
こ
と
を
フ
ィ
ー
ド

バ
ッ
ク
し
つ
つ
、
自
分
の
論
述
に
生
か
す
よ
う
に
指
示
。
も
ち

ろ
ん
、
図
書
館
な
ど
で
の
資
料
検
索
を
指
示
し
た
い
。

具
体
例
１　
（
実
際
に
生
徒
が
作
成
し
た
例
。
実
際
に
は
Ａ
３
で
手
書
き
）

赤 

・
血
の
色

 

・
浦
和
レ
ッ
ズ

 

・
夕
焼
け

 

・
刺
激
的

　
　

＝
日
暮
れ 

・
寂
し
い

 

・
帰
る
時
間
で
嬉
し
い　

＝　

繭 

・
温
か
そ
う　
　
　

＝　

家

 

・
キ
レ
イ 

・
包
ま
れ
て
み
た
い

 

・
眠
い 

・
キ
モ
い

 

・
も
う
す
ぐ
夜

具
体
例
２
（
あ
る
語
を
指
定
し
て
、
本
文
と
の
関
係
を
考
え
さ
せ
た
生
徒
事
例
）

女 

・
母

 

・
彼
女

 

・
や
さ
し
い　
　
　

→　
「
親
切
そ
う
な
女
の
顔
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⇔

 

・
こ
わ
い

 

・
き
め
細
か
い　
　

→　

「
女
の
顔
が
壁
に
変
わ
っ
て
、」

 

・
う
る
さ
い

九
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た
と
え
ば
、
実
際
の
授
業
で
は
「
夕
暮
れ
」
は
「
学
校
が
終
わ
る
時
間
で
楽
し
い
」
と
の
意
見
が
圧
倒
的
で
あ
っ
た
（
教
師
と
し
て
は
複
雑
な
気
分
だ
が
…
…
）。
こ
れ
を
、
小

説
「
赤
い
繭
」
に
当
て
は
ま
る
と
ど
う
な
の
か
。
最
初
の
「
日
が
暮
れ
か
か
る
」
あ
た
り
は
「
楽
し
い
」
と
い
う
状
況
で
は
な
い
。
た
だ
、
最
後
、「
女
」「
彼
」
に
拒
絶
さ
れ
、

「
赤
い
繭
」
に
な
っ
た
彼
が
放
つ
「
赤
」
は
、
そ
の
寂
し
さ
を
物
語
る
も
の
で
は
く
、「
楽
し
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
に
も
な
る
。
体
が
「
ほ
ど
け
て
」
い
っ
て
「
繭
」
に
な
る
の

も
、
な
っ
た
「
お
れ
」
本
人
に
す
れ
ば
、
包
ま
れ
て
い
く
感
覚
に
ほ
っ
と
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
「
赤
い
繭
」
に
な
っ
た
「
お
れ
」
は
「
楽
し
い
」
の
か
も
し
れ
な 

い
…
…
な
ど
と
、
論
理
展
開
で
き
る
。
具
体
例
１
は
、
そ
の
よ
う
な
論
理
の
構
成
が
可
能
な
事
例
だ
。
あ
る
い
は
、
具
体
例
２
の
よ
う
に
、「
赤
い
繭
」
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
二

重
性
（「
休
む
」
の
ダ
ブ
ル
・
ミ
ー
ニ
ン
グ
や
、「
女
」
の
顔
の
二
面
性
な
ど
）、
生
徒
が
気
づ
い
た
と
こ
ろ
か
ら
図
式
化
・
可
視
化
さ
せ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

教
師
が
状
況
を
見
て
、
適
当
な
単
語
を
示
し
た
り
、
本
文
へ
立
ち
返
ら
せ
た
り
し
な
が
ら
、
言
葉
の
可
視
化
を
行
い
た
い
。

 

第
四
段
階　

小
論
文
作
成
→
発
表

 
 

《
留
意
点
》 

グ
ル
ー
プ
学
習
の
議
論
・
発
表
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、
感
想
文
と
な
ら
ず
に
、
同
意
や
反
論
を
示
す
な
ら
、
そ
の
根
拠
を
「
赤
い
繭
」
本 

 
 

 

文
、
あ
る
い
は
調
査
内
容
か
ら
根
拠
づ
け
る
。

　

以
上
が
具
体
的
な
授
業
案
の
概
略
で
あ
る
。

　

最
後
の
小
論
文
作
成
は
、
現
代
と
い
う
時
代
を
考
え
る
と
い
い
。
た
と
え
ば
、
実
際
の
授
業
で
は
、
三
・
一
一
東
日
本
大
震
災
を
経
験
し
た
後
で
あ
っ
た
た
め
に
、
東
浩
紀
氏
の

刺
激
的
な
文
章
を
紹
介
し
た
。

　

あ
の
三
月
一
一
日
の
午
後
二
時
四
十
六
分
、
な
ぜ
あ
る
ひ
と
が
海
際
に
い
て
別
の
ひ
と
は
い
な
か
っ
た
の
か
、
な
ぜ
あ
る
ひ
と
が
低
地
に
い
て
別
の
ひ
と
は
高
台
に
い
た

の
か
、
な
ぜ
あ
る
ひ
と
は
高
台
に
辿
り
つ
き
別
の
ひ
と
は
津
波
に
呑
ま
れ
た
の
か
。
そ
れ
ら
の
選
択
に
は
い
か
な
る
意
味
も
な
い
。
物
語
も
な
い
。
こ
れ
こ
れ
、
こ
う
行
動
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し
た
か
ら
助
か
っ
た
、
こ
う
行
動
し
た
か
ら
波
に
呑
ま
れ
た
と
い
う
事
例
は
、
統
計
的
に
は
有
意
味
で
あ
り
、
実
際
そ
れ
は
教
訓
と
し
て
未
来
に
向
け
て
活
か
し
て
い
く
べ

き
だ
が
、
個
別
の
死
を
説
明
す
る
う
え
で
は
例
外
が
多
く
意
味
を
も
た
な
い
。
新
聞
や
週
刊
誌
を
飾
る
無
数
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
辿
っ
て
み
れ
ば
い
い
。
生
き
残
っ
た
ひ
と
は

運
が
良
く
、
死
ん
だ
ひ
と
は
運
が
悪
い
、
そ
れ
以
上
に
ど
う
言
い
よ
う
も
な
い
現
実
が
そ
こ
に
は
転
が
っ
て
い
る
。

　

震
災
で
ぼ
く
た
ち
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

　

そ
れ
は
、
意
味
を
失
い
、
物
語
を
失
い
、
確
率
的
な
存
在
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。

　

こ
こ
に
は
、「
女
」「
彼
」
と
「
お
れ
」
の
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、「
お
れ
」
が
存
在
意
義
と
い
う
個
人
の
意
味
を
求
め
、
そ
の
た
め
だ
け
に
街

を
徘
徊
す
る
と
い
う
の
は
、
関
係
の
閉
じ
た
ば
ら
ば
ら
な
状
況
を
暗
示
し
て
お
り
、「
お
れ
」
が
意
味
を
求
め
て
も
、「
共
同
体
」
側
の
納
得
す
る
「
お
れ
」
の
意
味
は
存
在
し
な

い
、
無
意
味
で
あ
る
―
―
な
ど
と
解
釈
で
き
る
。

　

あ
る
い
は
梅
原
猛
氏
を
紹
介
し
て
、

　

不
死
の
思
想
と
い
う
も
の
は
人
間
中
心
の
思
想
で
あ
り
、
そ
れ
は
人
間
の
は
な
は
だ
利
己
的
な
思
想
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
人
間
中
心
の
利
己
的
な
思
想

で
は
、
も
は
や
人
類
は
生
き
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
文
明
で
は
い
け
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、「
人
間
は
死
す
べ
き
も
の
だ
、
生
き

と
し
生
け
る
も
の
は
死
す
べ
き
も
の
だ
」
と
い
う
考
え
方
こ
そ
が
、
人
類
の
未
来
に
繁
栄
を
保
証
す
る
思
想
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
自
分
は
死
ん
で
も
子
ど
も
た
ち
は
生

き
て
い
く
。
自
分
は
死
ん
で
子
ど
も
を
生
か
す
。
こ
の
思
想
は
、
動
物
の
世
界
で
は
、
ご
く
普
通
の
思
想
で
す
。
人
間
が
動
物
に
学
ば
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、「
お
れ
」
が
「
彼
」
に
拾
わ
れ
「
彼
の
息
子
の
玩
具
箱
に
移
さ
れ
た
」
最
後
の
一
文
の
意
味
を
「
自
利
と
他
利
の
調
和
」
と
読
み
解
く
こ
と
も
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
作
品
論
、
つ
ま
り
生
徒
自
ら
の
考
え
を
構
成
す
る
と
き
、
そ
の
補
強
と
し
て
現
代
社
会
の
問
題
を
と
ら
え
る
よ
う
に
指
示
し
、
調
べ
さ
せ
る
と
い
い
だ

ろ
う
。

（
15
）

（
16
）

（
17
）
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い
ず
れ
に
せ
よ
、
生
徒
の
実
感
が
大
事
だ
。
こ
と
は
「
お
れ
」
と
い
う
人
物
の
、
生
身
の
身
体
が
、
徐
々
に
、
生
々
し
く
、
ほ
ど
け
て
い
く
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
の
身
体
性
を
感

じ
ら
れ
る
か
、
実
感
で
き
る
か
。
そ
れ
が
「
赤
い
繭
」
を
読
む
意
味
で
あ
ろ
う
。

　

疎
外
さ
れ
た
身
体
が
自
己
を
客
体
視
し
た
と
き
、
一
種
の
転
倒
し
た
「
自
然
」
が
あ
ら
わ
れ
る
。
そ
れ
が
初
期
安
部
公
房
の
像
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
、「
方
法
」
が

先
行
し
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
。
も
と
よ
り
「
実
感
」
を
の
み
、
下
敷
き
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

日
常
生
活
者
の
疎
外
感
は
、
日
常
的
な
（
リ
ア
ル
な
）
形
を
と
る
と
は
か
ぎ
ら
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
る
と
も
い
え
る
。
実
感
を
下
敷
き
に
し
た
像
が
、
奇
妙
で
反
自
然

的
な
も
の
に
み
え
る
と
す
れ
ば
、
自
然
の
方
が
さ
か
だ
ち
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
を
反
対
に
い
え
ば
、
疎
外
の
身
体
的
な
実
感
を
欠
落
さ
せ
れ
ば
、
安
易
に
方
法
的

な
類
型
と
し
て
の
ア
ヴ
ァ
ン
ガ
ル
ト
に
反
転
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
反
転
の
可
能
性
は
は
じ
め
か
ら
み
え
て
い
る
と
も
い
え
る
が
、
こ
こ
で
は
と
も
か
く
初
期
安

部
公
房
の
き
り
ひ
ら
い
た
比
類
な
く
固
有
な
身
体
性
の
表
出
を
評
価
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
は
一
九
五
〇
年
代
の
共
同
体
の
土
俗
的
な
次
元
に
着
目
す
る
岡
庭
昇
氏
の
論
考
で
あ
る
が
、
現
代
の
時
代
の
身
体
性
の
欠
如
や
不
安
を
う
ま
く
言
い
表
し
て
い
る
と
考
え

る
。
す
な
わ
ち
、
生
徒
が
主
体
者
と
し
て
授
業
に
参
加
で
き
る
か
―
―
そ
こ
が
大
事
だ
。

　

今
ま
で
も
「
生
き
る
力
」
を
育
成
す
る
も
の
と
し
て
、
ア
ク
テ
ィ
ブ
・
ラ
ー
ニ
ン
グ
は
奨
励
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
、
そ
の
実
践
は
各
教
師
に
任
さ
れ
、
全
て
が
「
学
校
化
」
す

る
現
状
の
中
、
忙
し
さ
に
忙
殺
さ
れ
て
い
る
教
師
は
、
今
ま
で
通
り
の
一
斉
授
業
を
繰
り
返
し
て
き
た
。「
学
力
低
下
」
に
よ
る
授
業
時
間
の
増
加
は
、
教
師
の
負
担
を
さ
ら
に
深

め
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
実
は
、
そ
れ
に
教
師
側
も
乗
っ
か
っ
て
は
い
な
か
っ
た
か
。
従
来
通
り
の
授
業
と
、
テ
ス
ト
に
よ
る
評
価
。
こ
れ
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
や
保
護
者
だ
け
の

責
任
で
も
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

昨
今
注
目
さ
れ
る
「
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
」
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
で
は
「
言
語
と
文
学
」
と
い
う
授
業
が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
母
国
語
で
あ
る
第
一
言
語
に
基
づ
き
、
指

定
さ
れ
た
作
家
リ
ス
ト
か
ら
教
師
が
選
ん
で
教
え
る
。
作
品
を
精
読
し
、
小
論
文
や
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
、
あ
る
は
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
「
知
識
と
理
解
」、「
分
析
、

（
18
）

（
19
）
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統
合
お
よ
び
評
価
」
そ
し
て
、「
適
切
な
言
葉
遣
い
お
よ
び
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
ス
キ
ル
の
選
択
と
使
用
」
の
三
つ
か
ら
評
価
す
る
と
い
う
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
世
界
に
お
い

て
、
論
理
的
思
考
能
力
を
、
自
ら
の
「
学
ぶ
」
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
す
る
こ
と
は
、
ま
す
ま
す
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

主
題
は
何
か
―
―
を
教
師
が
提
示
す
る
授
業
で
は
、「
赤
い
繭
」
の
面
白
味
は
伝
わ
ら
な
い
。
国
語
の
授
業
が
、
あ
る
い
は
「
文
学
」
が
、
生
徒
の
能
動
的
な
読
み
を
喚
起
す
る

契
機
と
な
り
、「
赤
い
繭
」
を
味
わ
い
尽
く
せ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
赤
い
繭
」
と
い
う
作
品
の
意
義
を
再
評
価
し
た
い
。

注（
１
） 

調
べ
た
と
こ
ろ
に
よ
る
と
、
東
京
書
籍
「
精
選
現
代
文
Ｂ
」、
教
育
出
版
「
国
語
総
合
」、
大
修
館
「
現
代
文
Ｂ
」「
精
選
現
代
文
」、
数
研
出
版
「
現
代
文
Ｂ
」
の
、
五
つ
の
教
科
書
が
掲
載

し
て
い
る
。

（
２
） 

木
村
氏
は
、
安
部
公
房
が
教
科
書
に
掲
載
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
理
由
を
「
こ
の
よ
う
に
彼
の
作
品
が
国
語
教
科
書
に
よ
く
載
っ
た
理
由
の
一
つ
に
は
、〈
安
部
公
房
は
十
代
か
ら
の
支
持

が
絶
大
だ
〉
と
い
う
社
会
通
念
が
存
在
し
た
こ
と
が
大
き
い
。
実
際
七
十
年
代
、
演
劇
に
の
め
り
込
ん
だ
安
部
は
演
劇
グ
ル
ー
プ
・
安
部
公
房
ス
タ
ジ
オ
（
七
三
～
七
九
年
活
動
）
を
結
成

し
て
自
作
の
戯
曲
を
自
ら
演
出
し
て
上
演
し
た
が
、
当
時
の
観
客
の
実
に
九
〇
％
以
上
が
十
代
か
ら
二
十
代
前
半
で
構
成
さ
れ
、
特
に
男
子
学
生
が
多
か
っ
た
と
い
う
。」（
木
村
陽
子　
『
安

部
公
房
と
は
だ
れ
か
』　

笠
間
書
院　

二
〇
一
三
年
五
月　

一
二
頁
）
と
分
析
す
る
。

（
３
） 

『
疎
外
の
構
図 

―
安
部
・
ベ
ケ
ッ
ト
・
カ
フ
カ
の
小
説
―
』
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
リ
ー
著　

安
西
徹
雄
訳　

一
九
七
五
年
六
月　

新
潮
社　

二
三
頁

（
４
） 

中
野
和
典　
「
所
有
の
始
原　

安
部
公
房
『
赤
い
繭
』
論
」　
「
国
語
と
教
育
」　

長
崎
大
学　

二
〇
〇
九
年
一
二
月

（
５
） 

玉
川
晶
子
「
安
部
公
房
『
壁
』
に
つ
い
て 

―
― 

第
三
部
『
赤
い
繭
』
論
」　
「
言
文
」 　

福
島
大
学
国
語
教
育
文
化
学
会　

二
〇
〇
二
年

（
６
） 

桑
原
真
臣　
「
安
部
公
房
『
赤
い
繭
』
再
読 

―
《
お
れ
》
が
歩
き
続
け
る
理わ

由け

」　
「
語
文
」　

大
阪
大
学
国
語
国
文
学
会　

二
〇
〇
二
年
一
二
月

（
７
） 

『
夢
の
逃
亡
』「
あ
と
が
き
」　

一
九
六
八
年
四
月　
（『
安
部
公
房
全
集
22
』　

新
潮
社　

一
九
九
九
年
七
月　

三
七
頁
）

（
８
） 

『
近
代
文
学
研
究
叢
刊
49　

安
部
公
房
文
学
の
研
究
』『
赤
い
繭
論
』
― 

リ
ル
ケ
と
の
決
別
」　

二
〇
一
二
年
三
月
一
五
日　

田
中
裕
之
著　

和
泉
書
院

（
９
） 

高
橋
龍
夫
「
赤
い
繭
論 

―
― 

占
領
下
に
お
け
る
実
存
的
方
法
」　
「
専
修
国
文
」　

専
修
大
学
日
本
語
日
本
文
学
会　

二
〇
〇
四
年
九
月

（
20
）
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（
10
） 

平
成
二
一
年
三
月
に
公
示
さ
れ
た
「
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
」
よ
り
引
用

（
11
） 
『
安
部
公
房
全
集
26
』　

新
潮
社　

三
二
九
・
三
三
〇
頁
（
一
九
七
八
年
安
部
公
房
講
演
よ
り
）

（
12
） 

『
意
味
と
い
う
病
』　

柄
谷
行
人　

講
談
社
（
講
談
社
学
術
文
庫
）　

一
九
八
九
年

（
13
） （
14
）　

森
川
達
也
「
赤
い
繭　

短
編
小
説
の
鑑
賞　

安
部
公
房
」　
「
国
文
学　

解
釈
と
教
材
の
研
究
」　

学
燈
社　

一
九
六
九
年
六
月

（
15
） 

東
浩
紀　
「
震
災
で
ぼ
く
た
ち
は
ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
」　
「
思
想
地
図
β
」　

コ
ン
テ
ク
チ
ュ
ア
ズ　

二
〇
一
一
年
九
月

（
16
） （
17
）　

梅
原
猛　

岩
波
新
書　
『
人
類
哲
学
序
説
』　

二
〇
一
三
年
四
月　

二
〇
一
頁

（
18
） 

岡
庭
昇　
『
花
田
清
輝
と
安
部
公
房　

ア
ヴ
ァ
ン
ガ
ル
ド
文
学
の
再
生
の
た
め
に
』
一
九
八
〇
年
一
月　

初
出
『
第
三
文
明
』　

一
九
七
七
年
七
月
号　

六
八
・
六
九
頁

（
19
） 

社
会
に
お
け
る
重
要
な
知
識
は
全
て
学
校
で
の
み
教
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
「
制
度
化
」
の
中
心
に
あ
る
学
校
を
問
題
視
す
る
考
え
方
。 

 

（
イ
ヴ
ァ
ン
・
イ
リ
ッ
チ
著　

東
洋
・
小
澤
周
三
訳　
「
脱
学
校
化
の
社
会
」　

現
代
社
会
科
学
叢
書　

一
九
七
七
年
一
〇
月
）

（
20
） 

岩
崎
久
美
子　
「
国
際
バ
カ
ロ
レ
ア
か
ら
考
え
る
国
語
教
育
の
未
来
像
」　

国
語
教
室　

大
修
館　

二
〇
一
四
年
一
一
月 

（
受
理　

平
成
二
十
六
年
十
一
月
二
十
九
日
）

い
い
の
　
く
に
ひ
こ
：
東
京
女
子
学
院
中
学
高
等
学
校
教
諭




