
「
舞
姫
」
指
導
の
試
み

-
生
徒
の
積
極
的
参
加
を
促
す
た
め
に
-

は

　

じ

　

め

　

に

高
等
学
校
に
お
け
る
国
語
の
授
業
は
'
乱
暴
に
言
え
ば
'
「
読
解
」
が
主

流
と
な
っ
て
い
る
。
説
明
的
文
章
に
お
い
て
は
「
要
旨
」
を
、
文
学
的
文
串

に
お
い
て
は
「
主
思
」
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
授
業
内
容
と
な
っ
て
い

る
.
授
業
者
は
念
入
り
に
下
調
べ
を
L
t
授
業
で
生
徒
を
巧
み
に
誘
導
し
な

が
ら
へ
結
局
は
授
業
者
の
読
み
を
伝
え
て
い
く
と
い
う
「
伝
達
型
」
の
授
業

が
中
心
で
あ
る
。
私
は
へ
　
こ
の
「
伝
達
型
」
の
授
業
を
'
生
徒
に
よ
る
「
参

加
型
」
の
授
業
に
変
え
へ
な
ん
と
か
授
業
を
活
性
化
し
た
い
と
考
え
授
某
実

践
を
行
っ
て
き
た
。
生
徒
の
1
人
1
人
が
'
興
味
・
関
心
を
持
続
し
、
間
脳

意
識
を
も
っ
て
参
加
す
る
授
業
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
1
人

一
人
の
生
徒
に
力
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
論
稲
で
は
「
舞
姫
」
　
の
授
業
実
践
を
通
し
て
'
1
人
一
人
に
力
を
つ

け
る
た
め
に
へ
生
徒
に
ど
の
よ
う
に
し
て
興
味
・
関
心
を
持
続
さ
せ
へ
問
超

渡
　
　
辺
　
　
春
　
　
美

意
識
を
持
た
せ
る
か
と
い
う
こ
と
を
探
っ
て
み
た
。

「
教
材
と
授
業
の
ね
ら
い

①
　
教
　
材

「
舞
姫
」
　
(
「
新
現
代
文
」
三
省
堂
)
は
'
高
校
生
が
虫
も
深
い
間

心
を
寄
せ
る
作
品
の
l
つ
で
あ
る
。
雅
文
体
に
よ
る
言
柴
の
抵
抗
は
あ

る
が
'
「
舞
姫
」
に
は
'
桃
成
上
、
私
達
を
全
編
に
わ
た
っ
て
そ
の
世

界
に
引
き
寄
せ
る
用
意
が
周
到
に
な
さ
れ
て
い
る
。

更
に
へ
高
校
三
年
生
と
い
う
時
期
は
'
恋
愛
に
憧
れ
を
も
ち
な
が

ら
、
同
時
に
そ
の
現
実
的
な
在
り
方
に
関
心
を
寄
せ
る
時
期
で
あ
る
o

興
国
を
舞
台
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
恋
愛
は
そ
れ
だ
け
で
関
心
を
呼
び
へ

心
を
捉
え
る
に
迎
い
な
い
o
生
徒
は
「
舞
姫
」
の
世
界
を
追
休
旅
し
な

が
ら
へ
様
々
な
場
に
身
を
泣
い
て
変
の
現
実
的
な
在
り
方
や
生
き
方
に

つ
い
て
考
え
る
o
若
い
感
性
か
ら
豊
太
郎
を
批
判
し
'
徹
底
し
て
憎
む
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も
の
も
い
る
だ
ろ
う
。
批
判
し
な
が
ら
へ
同
情
す
る
者
も
い
る
だ
ろ

う
。
エ
リ
ス
の
生
き
方
に
疑
問
を
持
つ
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ

の
よ
う
に
考
え
な
が
ら
生
徒
は
自
ら
の
生
き
方
を
探
っ
て
行
-
0

「
舞
姫
」
は
、
生
徒
の
興
味
・
関
心
を
持
続
さ
せ
へ
さ
ま
ざ
ま
に
考

え
さ
せ
る
力
を
持
っ
た
作
品
と
言
え
る
。

②
　
授
業
の
ね
ら
い

「
舞
姫
」
の
授
業
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
二
つ
の
大
き
な
ね
ら
い
を

設
定
し
た
。

イ
'
「
舞
姫
」
を
丁
寧
に
読
む
こ
と
を
通
し
て
'
生
徒
1
人
一
人
に
'

変
の
在
り
方
や
生
き
方
に
つ
い
て
自
ら
の
考
え
を
ま
と
め
さ
せ

る
。

ロ
へ
生
徒
に
興
味
・
関
心
を
持
続
さ
せ
へ
問
題
意
識
を
持
た
せ
る
こ
と

に
よ
っ
て
積
極
的
に
授
業
に
参
加
さ
せ
る
。

こ
こ
で
は
特
に
1
斉
授
業
の
形
態
の
中
で
'
ロ
へ
　
の
ね
ら
い
の
達
成

を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

二
へ
授
業
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
た
め
の
工
夫

授
業
の
ね
ら
い
を
達
成
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
次
の
点
を
工
夫
し
て
み

た
。①

　
導
　
入

導
入
は
'
通
常
へ
生
徒
の
教
材
に
対
す
る
興
味
・
関
心
を
高
め
へ
授

I*-I

業
効
果
を
上
げ
る
た
め
に
、
授
業
に
入
る
直
前
に
行
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
へ
も
っ
と
以
前
か
ら
意
識
的
に
導
入
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
更
に

効
果
を
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。
二
学
期
後
半
の
　
「
舞

姫
」
の
授
業
に
対
し
て
、
私
は
一
学
期
か
ら
さ
り
げ
な
い
導
入
を
行
っ

て
み
た
。

②
　
学
習
目
標
の
明
示

授
業
者
は
明
確
な
授
業
目
標
に
基
づ
い
て
生
徒
に
指
示
・
発
問
を
行

い
ま
と
め
て
い
く
。
す
べ
て
の
指
示
・
発
間
が
授
業
者
の
中
で
は
意
味

付
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
'
生
徒
の
中
で
は
意
味
付
け
は
唆
味
で
'

そ
れ
は
'
視
界
の
利
か
ぬ
場
所
に
い
る
者
が
'
ど
こ
に
行
-
か
わ
か
ら

ぬ
ま
ま
に
手
を
取
ら
れ
'
一
歩
一
歩
展
望
の
利
-
高
み
に
導
か
れ
て
い

る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
o
学
習
目
標
を
明
示
す
る
こ
と
は
'
到
達
す
べ

き
地
点
へ
の
指
標
を
与
え
へ
　
そ
こ
へ
向
か
っ
て
自
ら
歩
-
よ
う
促
す
こ

と
で
あ
る
。

こ
の
「
舞
姫
」
の
授
業
で
は
'
後
で
学
習
目
標
に
つ
い
て
自
己
評
価

さ
せ
る
こ
と
を
課
し
て
目
標
を
意
識
化
さ
せ
る
こ
と
を
試
み
た
。

③
　
1
読
総
合
法
方
式
の
導
入

「
教
材
」
の
項
で
述
べ
た
よ
う
に
'
「
舞
姫
」
に
は
'
良
初
の
1
文

か
ら
最
後
の
一
文
に
至
る
ま
で
読
者
の
興
味
・
関
心
を
拭
き
立
て
る
工

夫
が
周
到
に
な
さ
れ
て
い
る
。
虫
太
郎
の
「
人
知
ら
ぬ
恨
み
」
が
'
劇

的
な
展
開
の
・
も
と
に
次
抗
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
過
程
を
'
興
味
・

関
心
を
失
わ
ず
に
読
み
進
め
る
に
は
'
一
読
総
合
法
方
式
を
導
入
し
た

読
み
を
試
み
る
の
が
ふ
さ
わ
し
い
。

④
　
学
習
諜
猫
の
設
定

「
舞
姫
」
を
五
場
面
に
分
け
て
へ
　
三
へ
　
四
場
面
を
更
に
的
・
後
半
に
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(
法
2
)

分
け
て
そ
れ
ぞ
れ
に
学
習
課
題
を
設
定
し
'
授
業
で
場
面
に
入
る
前
に

生
徒
に
課
し
た
。
授
業
内
容
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
考
え
さ
せ
る
た
め

と
授
業
展
開
の
道
筋
を
意
識
さ
せ
る
た
め
で
あ
る
o

⑤
　
読
み
取
り
ノ
ー
ト
と
感
想
文

各
場
面
を
読
み
終
え
た
後
に
へ
　
「
読
み
取
り
ノ
ー
ト
」
に
ま
と
め
さ
・

せ
た
O
　
「
読
み
取
り
ノ
ー
ト
」
は
'
場
面
の
内
容
を
端
的
に
表
す
「
小

題
」
の
欄
と
内
容
を
ま
と
め
る
「
登
場
人
物
の
心
情
」
・
「
心
情
の
背

景
」
の
欄
へ
　
そ
れ
と
「
感
想
」
の
欄
と
か
ら
成
っ
て
い
る
。
生
徒
の
主

体
的
な
取
り
組
み
の
中
で
内
容
の
全
体
像
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
工

夫
し
た
。
ま
た
へ
　
「
感
想
」
欄
を
設
け
る
こ
と
で
'
絶
え
ず
生
徒
自
身

の
考
え
を
求
め
る
こ
と
に
し
た
。
感
想
文
は
そ
の
延
長
と
し
て
生
徒
の

様
々
な
考
え
を
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
配
慮
し
た
。

⑥
　
板
　
書

高
等
学
校
の
授
業
で
は
'
板
書
に
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
の
授
業
で
は
生
徒
の
理
解
を
碓
か
な
も
の

と
す
る
た
め
の
板
苗
を
特
に
注
意
し
て
心
が
け
た
。

三
、
授
業
の
計
画
と
展
開

①
　
計
　
画

授
業
は
概
ね
次
の
よ
う
な
時
間
配
分
で
行
っ
た
。

一
場
面
　
1
時
間

二
場
面
　
3
時
間

三
場
面
　
4
時
間
(
前
半
-
2
時
間
　
後
半
-
2
時
間
)

四
場
面
　
4
時
間
(
前
半
-
2
時
間
　
後
半
-
2
時
間
)

五
場
面
　
2
時
間

ま
と
め
　
1
時
間
・
・
感
想
文
と
自
己
評
価

②
　
対
　
象

三
年
二
ク
ラ
ス
　
(
各
E
]
七
名
)

③
　
展
開
の
概
略

各
場
面
ご
と
の
授
業
は
概
ね
次
の
よ
う
に
展
開
し
た
。

ア
'
「
学
習
諜
血
」
を
配
布
す
る
(
一
場
面
で
は
学
習
目
標
も
併
記
)
0

イ
'
各
場
面
の
朗
読
テ
ー
プ
を
か
け
る
。

ウ
、
語
句
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
り
'
易
し
く
言
い
換
え
た
り
す

る
。

エ
'
内
容
を
発
問
し
な
が
ら
ま
と
め
、
板
書
す
る
。

オ
'
朗
読
テ
ー
プ
を
再
び
閃
き
へ
内
容
を
味
わ
う
。

カ
へ
　
「
読
み
取
り
ノ
ー
ト
」
を
ま
と
め
る
。

☆
朗
読
テ
ー
プ
は
'
イ
'
オ
以
外
に
も
時
間
が
あ
れ
ば
聞
か
せ
る
こ
と

を
心
が
け
た
。

☆
内
容
を
ま
と
め
る
際
に
は
'
時
に
応
じ
て
訳
読
し
理
解
を
促
し
た
。

④
　
具
体
的
展
開

こ
こ
で
は
紙
数
の
都
合
で
一
場
面
と
五
場
面
を
示
す
こ
と
と
す
る
。
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[
舞
姫
]
　
　
-
　
森
鴎
外
　
組
　
番
氏
名

学
習
目
標

-
　
語
句
に
留
意
L
へ
内
容
を
理
解
す
る
。

2
　
豊
太
郎
の
心
情
を
場
面
毎
に
と
ら
え
る
o



3
　
豊
太
郎
の
心
情
の
変
化
を
そ
の
背
景
と
と
も
に
考
え
る
0

4
　
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
の
愛
の
在
り
方
に
つ
い
て
自
ら
の
考
え
を
ま

と
め
る
。

学
習
課
題
(
1
場
面
)

一
、
次
の
語
句
を
分
か
り
易
く
言
い
換
え
て
み
よ
う
。

◇
灼
熱
灯
の
光
の
晴
れ
が
ま
し
き
も
あ
だ
な
り

◇
日
ご
と
に
幾
千
言
を
か
な
し
け
ん

◇
さ
ら
ぬ
も
尋
常
の
動
栢
金
石

◇
浮
世
の
憂
き
ふ
し
を
も
知
り
た
り
へ
人
の
心
の
頼
み
が
た
き
は

言
う
も
更
な
り

◇
1
抹
の
雲
の
ご
と
く

◇
さ
は
あ
ら
じ
と
思
え
ど

二
、
次
の
事
柄
に
つ
い
て
考
え
へ
ま
と
め
よ
う
。

-
　
豊
太
郎
は
'
今
何
の
た
め
に
ど
こ
に
い
る
の
で
す
か
。

2
　
「
東
に
帰
る
今
の
我
は
'
西
に
航
せ
し
昔
の
我
な
ら
ず
」
と
あ

る
が
、
「
西
に
航
せ
し
昔
の
我
」
と
「
東
に
帰
る
今
の
我
」
の

そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
ど
う
な
の
か
ま
と
め
な
さ
い
。

「
日
記
も
の
せ
む
と
て
買
ひ
し
冊
子
も
ま
だ
白
紙
の
ま
ま
な
る

は
」
と
あ
り
ま
す
が
'
そ
れ
は
何
故
で
す
か
。

「
人
知
ら
ぬ
恨
み
」
は
、
豊
太
郎
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与

え
て
い
ま
す
か
。

「
そ
の
概
略
を
文
に
つ
づ
り
て
み
む
」
と
あ
る
が
何
の
概
略
を

書
こ
う
と
い
う
の
か
。

板
　
召
　
　
事
　
項

舞
姫
　
　
森
鴎
外

[
一
場
面
]

帰
朝
-
サ
イ
ゴ
ン

◇
西
に
航
せ
し
昔
の
我

紀
行
文
日
ご
と
に
幾
千
言
を

か
な
し
け
ん

^
c
i
^
i
　
相
棒
的
　
知
識
欲

⇔

◇
東
に
帰
る
今
の
我

日
記
も
ま
だ
白
紙
の
ま
ま

な
る
理
由

×
ニ
ル
ー
ア
ド
-
ラ
リ
イ
の

気
象

×
浮
世
の
憂
き
ふ
し

×
人
の
心
　
我
が
心
の
変
わ

芸

E

3

3

E

人
知
ら
ぬ
恨
み

1
指
の
蝣
f
t

I

惨
捕↑

1
^
の
g
=

そ
の
概
略
を
文
に

つ
づ
り
て
み
む

(
人
知
ら
ぬ
恨
み
を
も
つ

に
至
っ
た
事
情
)

発
　
問
・
注
　
意
　
事
項

-
豊
太
郎
は
、
今
何
の
た
め
に
ど
こ
に

い
る
の
か
。

I
昔
の
我
と
今
の
我
は
ど
う
違
う
か
。

-
な
ぜ
か
。

-
豊
太
郎
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

て
い
る
か
。

(
ど
の
よ
う
に
変
化
し
た
か
)

-
そ
の
概
略
と
は
。

☆
核
心
を
ぼ
か
し
て
読
者
の
関
心
を
引

-
手
法
に
留
意
さ
せ
る
。

☆
生
徒
に
も
展
開
に
関
心
を
持
た
せ
る

よ
う
に
配
慮
す
る
。



[
舞
姫
]
　
5
　
森
鴎
外
　
組
　
番
氏
名

学
習
課
題
(
五
場
面
)

I
、
次
の
語
句
を
分
か
り
易
-
言
い
換
え
て
み
よ
う
0

◇
わ
れ
と
と
も
に
東
に
帰
る
心
な
き
か
'
～
閲
き
て
落
ち
ゐ
た
り
。

◇
そ
の
気
色
、
い
な
む
ペ
く
も
あ
ら
ず

◇
な
ん
ら
の
特
技
な
き
心
ぞ

◇
鉄
の
額
は
あ
り
と
も
'
～
一
寸
ば
か
り
も
輯
も
り
た
り
き
0

◇
余
が
彼
に
隠
し
た
る
賊
末
を
つ
ば
ら
に
知
り
て
。

◇
余
が
病
は
全
-
癒
え
ぬ
。

二
へ
次
の
事
柄
に
つ
い
て
考
え
へ
ま
と
め
よ
う
。

-
「
承
り
は
べ
り
」
と
等
見
る
に
至
っ
た
経
過
を
た
ど
っ
て
み
よ
。

2
「
わ
が
脳
中
に
は
た
だ
た
だ
わ
れ
は
許
す
べ
か
ら
ぬ
罪
人
な
り
と

恩
ふ
心
の
み
満
ち
満
ち
た
り
き
」
と
あ
る
が
、
豊
太
郎
は
何
故
こ

れ
ほ
ど
苦
し
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

3
「
わ
が
豊
太
郎
ぬ
L
へ
か
く
ま
で
に
我
を
ば
欺
き
た
ま
ひ
し
か
」

に
つ
い
て
「
欺
き
た
ま
ひ
し
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
を
指
し
て
言

っ
て
い
る
の
か
。

4
「
エ
リ
ス
が
生
け
る
屍
を
抱
き
て
、
千
行
の
涙
を
注
ぎ
L
は
幾
た

び
ぞ
」
と
あ
る
が
'
こ
こ
に
は
豊
太
郎
の
ど
の
よ
う
な
思
い
が
表

さ
れ
て
い
る
か
。

5
「
さ
れ
ど
我
が
脳
裏
に
一
点
の
彼
を
憎
む
心
、
今
日
ま
で
も
残
れ

り
」
と
あ
る
が
ど
の
よ
う
な
点
で
彼
を
憎
ん
で
い
る
の
か
。

三
、
太
田
豊
太
郎
・
相
沢
謙
吉
・
エ
リ
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
触
れ

な
が
ら
へ
舞
姫
を
読
ん
だ
感
想
を
ま
と
め
な
さ
い
。

[
五
場
面
]

板
書
事
項

天
方
伯
の
帰
郷
へ
の
誘
い

・
気
色
い
な
む
ペ
く
も
あ
ら
ず

・
本
国
・
名
誉
を
失
う

承
り
は
べ
り

わ
れ
は
許
す
べ
か
ら
ぬ
罪
人
な
り

巴
太
郎
の
苦
し
み

・
自
分
を
信
頼
し
て
い
る
人

(
エ
リ
ス
)
を
蛮
切
っ
た
か
ら

・
エ
リ
ス
を
愛
し
て
い
た
か
ら

・
人
間
と
し
て
恥
ず
べ
き
こ
と

を
し
た
か
ら

エ
リ
ス
の
反
応
-
相
沢
の
説
明

か
-
ま
で
我
を
ば
欺
き
た
ま
ひ
し
か

・
相
沢
に
与
へ
し
約
束

・
大
臣
に
間
こ
え
上
げ
し
1
諾

SiEilBg歴
抱
き
て
千
行
の
涙
を
注

ぎ
L
は
幾
た
び
ぞ

・
後
悔
・
悲
哀
・
や
る
せ
な

さ
・
す
ま
な
さ

l
点
の
彼
を
憎
む
心

・
相
沢
の
助
け
が
エ
リ
ス
と
別

れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た

・
エ
リ
ス
に
郵
相
を
告
げ
柑
神

的
に
殺
し
た
点

発
問
・
注
意
部
項

-
「
承
り
は
べ
り
」
と
答
え
る
に
至
っ

た
経
過
は
ど
う
か
。

I
天
方
伯
の
誘
い
を
承
諾
し
た
自
分
を

豊
太
郎
は
ど
う
思
っ
て
い
る
か
.

I
豊
太
郎
は
何
故
こ
れ
ほ
ど
苦
し
む
の

か
。

-
「
欺
き
た
ま
ひ
し
」
と
は
ど
う
い
う

こ
と
を
指
し
て
言
っ
て
い
る
の
か
。

-
豊
太
郎
は
ど
の
よ
う
な
思
い
で
涙
を

注
い
だ
の
か
。

I
ど
の
よ
う
な
点
で
相
沢
を
憎
ん
で
い

る
か
。
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⑤
「
読
み
取
り
ノ
ー
ト
」

参
考
に
生
徒
の
ま
と
め
た
も
の
を
示
す
。

舞
　
姫
　
　
森
　
鴎
外
　
三
年
(
六
)
組
(
四
十
七
)
番
　
氏
名
(
山
出
谷
典
子
)

ゥ ① 場面

ま 帰 小

皿

」と
▼ の

わ
れ

疏

. 覗 . 今 盟

塗

場

人

物

の

つ に 人 在 の 入 所 ひ ま 太
郎た 気 の の 糞 に 勤 た で

づ 思 豊 や さ 的 す の I
I

探 た 人 現 誠 も希 五
き う 太 TL か . ら き
、ま 郎 女 ら 岩旨父 太
ま の う . の い れ ロ バ て

白 に よ 勇 的 萄 後 ば ら も は に 前
の あ う 気 で 言 な ぬ あ や あ
恩 や だ も あ と の り恨 つさ ふ
ノlfl つ つ な つ 、 念 み た
を ら た く た の が に 得 、

れ 心 B 什 心く て は へ つ の に 問
よ い 合 に て み な の

情う る 歓 従 い 悩 り人
に 白 の い る ま 、々
な 分 木 、 し 知 に

つさ 宝豊 い い は の 虫

心

情

た せ 太 る 景 か つ太
た 郎 色 の て 郎
の を も船 い は
は ま 見 客 る 日
大 こ ず と 本

学 と に も へ
の

管

の の 船 交 帰
自 わ 旅 わ る
由 れ を ら た
な に す ず め
凪 日 ご 、 に

景で ざ し美 船
あ め て L に

つ 目 少 を た ま 母 せ 望 る 読 の ま 容 豊

感

想

た 党 し 少 の で や に 太 に 者 は で が 太
と め 遅 L で の 官 臆 郎 は の と の は 郎
思 る く か は 年 長 病 は ぴ 感 て い や の
う こ な わ な 月 の 者 自 つ心 も き く「

と つい い を 言 だ 埠 た を よ さ 知 人
が た そ か ム い と 心 り こ い つ り知
で が う ? ダ な 忠 は だ ち 手 を た ら
享 雪 盲 烹 う △ と ら巧 回 くぬ

思 に だ 想 な 恨
ま の 思 な て な 倍 う 向 と文 つみ
だ 自 つ豊 し つ 高 け 忠 に た 」
よ 分 た 太 ま て い さ つす 0 の
か に 0 郎 つ今 く せ た る 今 内



④前 ③後 ③前

相 節
し

出
A3X

択
の い い
読 坐

揺い

エ う相 豊 豊 中豊 を そ ク豊 に同 を そ 思 そ くい エ ま豊
リと沢 太 太 で太 愛 ん を 太 漁 郷 も し うん れ い リ う太
ス恩 は郎 郎 も郎 す な う郎 す 入 っ て な てが ス 郎
は う豊 の は 楽 と る豊 け は る た エ エ いか は は
悪 太 心 エ しエ よ太 る免 もち リ リる り父 エ
い 郎 は リ か リ う郎 官 の は ス ス や の リ
便 の 共 ス つス に は と と豊 も を 母 死 ス
り 名 しの た は な今 母 し太 や 豊 の を を
が 誉 か 妊 つ る ま の た郎 さ 大 給 嘆 一
き を ら娠 ら で 死 を し 郎 た き 日
た 回 ず に く よ に 色 い は い悲 見
と 復 と 貧 り ダ 姦 莞 宕 拝 立 石
思 さ ま し 探 プ
い せ ど い く ル 姫 郎 い に 、 か
、 て う 生 エ シ の に そ 途 座 れ

豊 や 活 リ ヨ 群 好 う 方 長 て
太 ろ の ス ッ れ 感 に にの し

相 天 相 エ 明 くそ寓 通 相 きわ 豊豊 豊 るが そ のそ く リ堂
開 禁 呈竺 が しす 信 択 仲 り太 太 太 始 れ 葬 し ス太

知 て る員 謙 とを郎 郎 郎 まか 式 て と郎
エ に らが十 誠 豊 こと吉 な生 は は は り ら代 エ 出 は
リ翻 手 妊 - は太 と なの る じエ母 免 、工 と リ 会 散
ス 訳 紙 娠年 統 郎 と り助 、リの官 同 リ しス い 歩
とを が す の 括 の な 、け そ ス死 に 郷 スて を 、を
別顧 くる冬 的 学 つエ で れ はを な 人 と時 助 エ し
れ ま る に間 た リ豊 か ま知 る に豊 計 け リて
る れ な は ス 太 らづ る あ太 を る ス い
と る る荒 の 郎 離 師 や 郎 手 た の て
約 ん 家 は れ弟 しの 淀 め 家偶
東 で に 杜 が の ま交 す に に然
す い 奇 の た交 れ 際 父 行 エ

る う畠 だ相 よ豊 か 時 お にム 私 が た けが 勉
約 0太 な択 か 太 わ に 母 とベ は う 0 る よ学

束妊郎あと つ郎いしさ 鍋を娠 は とい た はそ らん
す しゆ思 う なエ う さの
るて う つ人 あ リだ れ 死
な い じたは と ス とた と
ん る ゆ と 恩 が 思 幾 日
て エ う て つい つ大 分
信 リ不 も た たた 郎 の
じス断 友 の 0は免
らを だ 達 で L と官 打 シ 少 と声 望
れ す と 思 まか て を つ ヤ し忠 を 太
なて 思 い だ L も同 母 ウ ち つか 郎
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⑤ ④後 ④前

刺 ロ 相
れ シ 釈

ア
へ

の
影

の い
派

こエ 日豊 き盟 リ太 ドの豊 た大 エ忘凸い ロエ と盟 と揺豊 う天郎
こ リ分 太 な太 ス郎 イ よ太 臣 リれ太 シリも太 羨 縞 と縞
ま ス は郎 か 郎 とは ツう郎 はスな郎 アスで郎
で は許 は つは 共 一にだ は 豊 はか は 行 はきは めが はて はて
欺 す すエ た特 に瞬帰 と自 大 ベ つロ き豊ず ま る らエい盟 ら
か ベ ベ リ 操 生 低 り思分 郎 ルた シ に太 、た ↑もリる太れ
れ て か ス な き回エ つの に リ ア ひ郎 ロ弱 弱 、ス 郎 る
た を らに き よ蜘 リた足 大 ン で どを シい き結 の のの
と知 ぬ何 心 う措ス を きで 成 く厚 ア心 心局愛 ドを
思 つ罪 と で との と 純 な一 功 心 く行 で 友 と イ恐
つた人 い い 思思 再 し 信人 L を信 き友 の名 ツれ
た 時 だ お な つひ全 て 頼 さ て 悩 じをに 言誉 語て

、と う む たが し 放 をぴ も まて承 さ 薬 回 を い
豊 恩 か こ 去た た もし エ しい譜 か 提讐 割 る
太 うと と り時 れ つか リ て るす ら
郎 恩 が 、 、 た て つ ス いのる う う間 し
に い で エ丑 鳥 いた を なで こ こで よ

あ ま ま豊 発 出 と豊 豊 エ大 口へ 豊 て頼
る うよ太 し太 再 太 太 リ成 シ出太 しま
日 い郎 て 郎 全 部 郎 ス功 ア発 郎 まれ
相 歩 は しは す はの は を です は うた

翻沢 き冬 ま大 るベ 帰 日お登 る天
が 、の う臣
尋 そベ に

甘 豊 富孟姦 右 訳
を

衣
のノ ン こ

て ま リ 本 に つ手 仕 つ
釆 ま ン に 帰 て紙 事 い で
て 例 の 帰 りい を に て や

り、 れ 街 る エ るよ お ロ
エ て を と リ せ い シ n

えリ しさ 約 ス 、 て ア

が エ か む 虫 気 む 心 た あ心 う りそ か が エ と しい

とリわく太がてスいわ郎狂もをそれをつ憎こうる愛てらんだこしLLなつとたまか凪たがけうつになれはたしくどど0た、もエそ豊と結リ

損 …思自0つ分とたのん考でえもをなもいつ奴ただ方0がも
の 太 て 局 ス たの を 行 い め と ったい リ い う
エ 郎 もは は も一 つて る思 ば 0 るス い少
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・
豊
太
郎
は
千
行
の
涙
を
注
い
だ

・
豊
太
郎
は
脳
出
に
一
点
相
沢
を
憎
む
心
が
今

日
ま
で
も
残
っ
て
い
る

ス
に
す
べ
て
を
話
し
て
し
ま
う

エ
リ
ス
は
精
神
的
に
死
ん
で
し
ま
い

気
が
狂
う

凸
太
郎
は
エ
リ
ス
の
母
に
少
し
ば
か

り
の
資
本
を
与
え
へ
エ
リ
ス
と
お
な

か
の
子
供
を
残
し
て
日
本
へ
帰
っ
て

ゆ
く

リ
ス
を
お
い
て
自
分
だ
け
日
本
に
帰

り
、
幸
せ
に
な
ろ
う
と
す
る
=
:
且
太
郎

に
な
に
か
許
せ
な
い
も
の
を
感
じ
た

豊
太
郎
が
相
沢
を
憎
む
の
は
筋
ち
が

い
だ
と
思
う
。
す
べ
て
は
自
分
の
弱

き
心
が
ひ
き
お
こ
し
た
こ
と
な
の
だ

か
ら

四
、
舞
姫
の
感
想

次
に
へ
生
徒
の
感
想
「
舞
姫
を
読
ん
で
」
を
二
縮
示
す
o

ド
イ
ツ
に
渡
っ
て
か
ら
豊
太
郎
に
変
化
が
起
こ
っ
た
も
の
は
'
大
き

C
　
　
-
　
　
1
1
_

-
二
つ
あ
る
。
一
つ
は
'
自
我
の
目
覚
め
と
言
お
う
か
'
今
の
所
動

望
耶
械
的
で
創
る
自
分
に
疑
問
を
持
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
o
こ
こ
で

マ
マ

興
味
あ
る
こ
と
は
'
こ
の
時
の
豊
太
郎
の
年
歳
で
あ
る
o
　
こ
の
時
豊
太

郎
は
二
十
五
歳
で
あ
る
が
'
現
在
と
比
較
し
て
み
る
と
ど
う
も
少
し
遅

す
ぎ
る
よ
う
な
気
が
す
る
。
そ
れ
も
日
本
の
地
で
な
く
ド
イ
ツ
の
地
で

こ
の
よ
う
な
状
態
と
な
る
の
は
当
時
の
日
本
の
恐
ろ
し
さ
な
ど
を
感
じ

る
。
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
鴎
外
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
何
か
触
れ
た
か

っ
た
の
で
は
t
　
と
い
う
気
が
僕
の
心
に
起
こ
る
の
で
す
。
さ
て
も
周
囲

の
反
応
は
と
い
え
ば
'
こ
の
よ
う
な
豊
太
郎
を
描
疑
し
詮
議
す
る
の
で

あ
る
が
'
彼
ら
こ
そ
自
己
を
悟
っ
て
い
ず
'
豊
太
郎
に
あ
っ
て
彼
ら
に

な
い
も
の
を
求
め
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
彼
ら
は
す
で

に
自
己
を
悟
っ
て
い
て
'
虫
太
郎
が
ま
だ
完
全
に
自
分
に
目
覚
め
て
い

な
い
こ
と
に
何
か
い
ら
立
ち
を
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
O
　
こ
こ
で
は
彼
ら
は
何
か
悪
者
の
よ
う
に
苔
か
れ
て
い
る
が
'
僕
が

蠎
>

彼
ら
な
ら
き
っ
と
出
太
郎
は
T
人
で
い
き
が
っ
て
い
る
者
と
し
て
移
る

と
思
う
。

ご

豊
太
郎
が
変
化
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
二
つ
目
は
も
ち
ろ
ん
エ
甘
ハ

'
J
'
河
川
　
　
　
　
　
　
エ
り
K
-
>
,
'
=
,
 
'
に
H
L
-
>
i
-
-
Z
^
、
,
 
c
'
・
.
'
'
'
て

け
台
㌢
言
I
l
i
'
J
G
r
r
u
そ
　
　
冒
男
,
"
蝣
-
-
^
v
j
:
-
=
y
間
鴫
,
T
f

鼠
劃
u
何
朝
q
u
刻
紺
剖
山
川
J
U
画
瑚
叫
時
期
の
よ
う
な
気
が
す

る
。
学
問
は
荒
み
ぬ
と
か
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の

が
後
に
な
っ
て
出
太
郎
も
そ
の
よ
う
に
思
っ
た
に
ち
が
い
な
い
O
で
も

こ
の
時
の
間
思
は
や
は
如
矧
瑚
顎
矧
で
エ
リ
ス
が
妊
娠
し
た
こ
と
.
A
)

相
虫
な
っ
て
相
沢
の
誘
い
に
の
る
.
「
我
を
ば
見
捨
て
た
ま
は
じ
」
あ

ぁ
へ
な
ん
て
心
を
と
ら
え
る
セ
リ
フ
だ
ろ
う
。
T
j
封
で
言
わ
れ
て
も

豊
太
郎
は
エ
リ
ス
を
偽
っ
て
し
ま
う
0
川
・
 
~
刊
へ
　
こ
の
よ
う
に
言
わ
れ
た

か
ら
安
心
さ
せ
る
た
め
偽
っ
た
よ
う
に
も
思
え
る
o
 
u
利
U
へ
天
方
伯

に
エ
リ
ス
と
別
れ
る
こ
と
を
ほ
の
め
か
さ
れ
'
帰
朝
を
的
し
た
光
太
郎

M

に
は
ど
う
し
て
も
反
感
を
覚
え
て
し
ま
う
。

エ
リ
ス
を
と
る
か
名
誉
を
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と
る
か
は
難
し
い
選
択
だ
。
僕
が
豊
太
郎
の
立
場
な
ら
-
。
少
な
く
と

も
、
探
-
広
く
考
え
自
分
で
決
断
し
た
い
。
見
か
け
の
損
得
に
惑
わ
さ

れ
ず
o
良
後
に
へ
　
明
治
文
語
体
は
読
解
す
る
の
が
困
難
だ
っ
た
。

llsfj

こ
の
生
徒
は
'
凸
太
郎
の
変
化
を
二
つ
に
分
け
て
捕
ら
え
て
い
る
。
即
ち

①
と
②
で
あ
る
。
①
に
つ
い
て
は
へ
思
春
期
の
「
自
我
」
と
「
近
代
自
我
」

の
混
同
が
見
ら
れ
る
.
②
に
つ
い
て
は
へ
　
そ
の
意
味
を
③
と
適
切
に
捕
ら
え

て
い
る
。
し
か
し
、
①
と
②
の
関
連
に
つ
い
て
は
理
解
が
十
分
で
は
な
い
。

①
と
②
は
変
化
と
そ
の
発
展
を
捕
ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
事
情
が
は
っ
き
り

す
る
。
更
に
t
的
B
太
郎
が
帰
郷
す
る
に
至
っ
た
部
梢
に
つ
い
て
へ
閉
山
は
④

に
あ
る
と
捕
ら
え
て
い
る
。
こ
れ
は
後
で
「
名
誉
」
と
言
い
換
え
て
い
る

が
'
十
分
に
理
解
が
及
ん
で
い
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
へ
理
解
の
不
十
分
な
点
も
あ
る
が
'
「
舞
姫
」
を
通
し
て
よ

-
自
分
の
思
い
を
検
証
し
て
い
る
。
特
に
後
半
へ
　
「
こ
う
ま
で
言
わ
れ
て

も
」
と
豊
太
郎
に
反
発
し
、
「
い
や
」
と
理
解
を
示
し
な
が
ら
へ
　
「
し
か
し

ど
う
し
て
も
」
と
;
:
皿
太
郎
へ
の
反
感
を
確
認
す
る
o
　
こ
の
揺
れ
の
中
に

検
証
の
過
程
が
あ
る
o
更
に
へ
　
こ
の
生
徒
は
'
改
め
て
⑤
の
よ
う
に
間
皿
を

立
て
豊
太
郎
を
迫
体
験
し
よ
う
と
す
る
。
生
徒
は
「
僕
が
望
太
郎
の
立
場
な

ら
」
と
考
え
る
。
し
か
し
'
答
え
よ
う
と
し
て
、
心
の
揺
れ
に
答
え
ら
れ
な

い
.
答
え
を
指
る
こ
と
が
「
読
む
」
こ
と
の
探
ま
り
を
意
味
す
る
の
で
は
な

い
。
「
読
む
」
こ
と
の
深
ま
り
は
'
揺
れ
の
中
に
、
検
証
の
過
程
の
中
に
求

め
ら
れ
る
。

次
に
示
す
も
の
も
揺
れ
の
大
き
い
感
想
文
の
一
つ
で
あ
る
。

私
が
こ
の
物
語
を
読
み
終
え
て
か
ら
ま
ず
考
え
た
こ
と
は
'
豊
太
郎

O
-
1
m

と
い
う
人
は
な
ん
と
意
気
地
な
し
で
卑
怯
な
ん
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

し
た
。
こ
の
こ
と
は
授
業
で
読
み
進
む
間
に
も
か
ん
じ
て
い
ま
し
た
が

点
後
は
ひ
ど
い
よ
う
に
思
え
た
の
で
す
。
瑚
封
叫
豊
太
郎
自
身
が
悩
み

続
け
て
い
た
よ
う
に
、
友
情
と
愛
情
の
板
ば
さ
み
と
な
り
ど
ち
ら
も
失

い
た
-
な
い
が
た
め
に
へ
ど
っ
ち
つ
か
ず
な
態
度
を
と
っ
て
し
ま
っ
た

と
い
う
気
持
ち
は
と
て
も
よ
-
わ
か
り
ま
す
.
私
ヨ
も
し
何
か
二

つ
の
も
の
に
つ
い
て
へ
ど
ち
ら
か
1
つ
だ
け
と
言
わ
れ
れ
ば
t
も
の
す

ご
-
悩
ん
で
し
ま
っ
て
な
か
な
か
決
心
が
つ
か
な
い
か
ら
で
す
.
f
J

引
'
エ
リ
ス
が
ど
れ
ほ
ど
自
分
の
こ
と
を
愛
し
て
く
れ
て
い
る
か
を
は

っ
き
り
悟
っ
て
い
て
'
自
分
も
エ
リ
ス
を
必
安
だ
と
言
わ
ん
ば
か
り
な

の
に
t
 
d
到
u
可
何
も
考
え
ず
に
軽
く
退
部
を
し
て
し
ま
う
の
か
理
解

L
が
た
い
と
こ
ろ
で
す
。

て
み
れ
ば
'
返
事
は
後
日
に
、
と
で

も
言
っ
て
エ
リ
ス
と
相
談
す
れ
ば
い
い
と
思
う
の
で
す
が
o
苛
へ
利

叫
封
珂
利
引
'
エ
リ
ス
の
気
持
ち
に
は
完
全
に
同
調
で
き
る
と
し
て

も
、
男
で
あ
る
地
規
太
郎
は
で
き
な
い
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
o
あ
の
友
柏

の
背
後
に
は
'
人
間
な
ら
欲
し
い
と
思
っ
て
し
ま
う
名
誉
が
隠
れ
て
い

た
の
で
す
か
ら
。
苛
へ
以
前
の
=
:
山
太
郎
は
そ
の
よ
う
な
地
位
に
い

た
の
だ
か
ら
な
お
さ
ら
で
し

よ
う
。
そ
れ

り
し
ま
せ
ん
。
(
女
)

-
・
*
'
畔
-
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こ
の
生
徒
は
豊
太
郎
に
焦
点
を
あ
て
て
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
そ
の
前
半

を
収
り
上
げ
て
み
る
o
こ
の
生
徒
は
①
か
ら
出
発
し
'
豊
太
郎
へ
の
共
感
と



反
感
の
問
を
揺
れ
動
い
て
'
②
に
た
ど
り
着
い
て
い
る
。
た
ど
り
着
い
た
地

点
は
碓
か
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
に
至
っ
た
過
程
の
中
に
碓
か

な
深
ま
り
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
徒
は
①
と
捕
ら
え
た
盟
太
郎
に
「
確

か
に
」
　
「
よ
く
わ
か
り
ま
す
」
と
理
解
を
示
し
へ
　
「
私
だ
っ
て
」
と
自
分
に

引
き
付
け
て
考
え
共
感
す
る
。
し
か
し
、
納
得
は
で
き
な
い
。
「
で
も
」
へ

「
ど
う
し
て
」
と
如
間
を
発
L
t
　
「
私
に
し
て
み
れ
ば
」
と
'
も
う
l
皮
自

分
に
引
き
付
け
て
考
え
金
太
郎
を
批
判
す
る
。
私
に
は
'
生
徒
の
「
ど
う
し

て
」
と
い
う
問
い
が
せ
つ
な
げ
に
響
く
0
更
に
へ
生
徒
は
視
点
を
変
え
て
考

え
る
。
友
情
の
背
後
に
「
人
間
な
ら
欲
し
い
と
思
っ
て
し
ま
う
名
誉
」
を
見

て
取
り
'
男
女
の
観
点
の
違
い
か
ら
考
え
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
へ
男
で
あ

る
豊
太
郎
は
「
ま
し
て
」
　
「
な
お
さ
ら
で
し
ょ
う
」
と
理
解
し
共
感
す
る
。

「
そ
れ
で
も
や
は
り
」
納
得
は
で
き
な
い
。
こ
の
生
徒
の
到
達
点
は
碓
か
な

地
点
で
は
な
い
。
し
か
し
'
最
後
に
「
す
っ
き
り
し
な
い
」
と
言
う
と
こ
ろ

に
'
確
か
に
こ
の
生
徒
の
生
き
方
の
原
形
が
読
み
取
れ
る
の
で
あ
る
。

五
、
自
己
評
価

授
業
が
す
べ
て
終
わ
っ
た
後
で
'
学
習
目
標
に
対
す
る
到
達
度
を
次
の
項

目
ご
と
に
自
己
評
価
さ
せ
た
。

4
'
;
n
太
郎
の
心
情
の
変
化
を
そ
の
背
茄
と
と
も
に
か
ん
が
え
る
こ
と

が
で
き
た
か
。

5
'
豊
太
郎
と
エ
リ
ス
の
変
の
あ
り
か
た
に
つ
い
て
自
ら
の
考
え
を
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

☆
よ
く
で
き
た
-
A
　
だ
い
た
い
で
き
た
I
B
　
で
き
な
か
っ
た
I
c

そ
の
結
果
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

5

、

4

、

3

、

2

、

1

、 項

目

愛

の
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方

変

化

と
管

景

心

棉
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次
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
自
己
評
価
し
な
さ
い
。

I
へ
語
句
(
特
に
学
習
諜
血
に
つ
い
て
)
に
留
意
し
学
習
で
き
た
か
。

2
'
内
容
(
話
の
肪
)
を
理
解
で
き
た
か
。

3
'
豊
太
郎
の
心
情
を
場
面
ご
と
に
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
た
か
。

こ
れ
は
あ
く
ま
で
も
自
己
評
価
の
結
果
で
あ
る
。
厳
し
く
評
価
し
た
者
も

い
れ
ば
'
甘
-
評
価
し
た
者
も
い
る
で
あ
ろ
う
O
従
っ
て
、
客
組
的
と
は
言

い
難
い
が
、
あ
る
程
度
の
実
態
を
表
し
て
い
る
と
見
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。

こ
の
結
果
に
よ
れ
ば
t
 
A
と
B
を
合
わ
せ
る
と
ど
の
項
目
も
九
割
に
近
い

か
へ
　
九
割
を
越
え
て
お
り
へ
あ
る
程
度
の
成
果
を
収
め
た
と
は
言
え
る
。

「
I
へ
語
句
」
に
つ
い
て
「
A
」
の
項
目
が
低
い
の
は
、
授
業
で
取
り
扱
っ



た
語
句
の
数
が
少
な
く
も
折
々
に
訳
読
し
な
が
ら
授
業
を
捉
間
し
た
も
の

の
へ
な
お
言
糞
の
抵
抗
が
大
き
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
'
そ

れ
が
読
み
の
障
害
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
'
「
2
'
内
容
」
の

「
A
」
の
数
値
が
示
し
て
い
る
。
こ
の
「
I
へ
語
句
」
と
他
の
項
目
へ
取
り

分
け
「
2
'
内
容
」
と
の
差
を
埋
め
る
も
の
と
し
て
「
読
み
取
り
ノ
ー
ト
」
へ

「
板
書
」
の
効
果
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
.

し
か
し
'
な
お
へ
厳
し
く
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
'
各
項
目
の

「
C
」
の
生
徒
の
存
在
で
あ
る
。
こ
の
生
徒
を
ど
う
捉
え
へ
ど
う
対
処
す
る

か
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
o

叩
B
f
E
i
　
毎

次
に
'
授
業
の
全
体
を
振
り
返
っ
て
'
授
業
の
「
ね
ら
い
」
と
「
工
夫
」

が
有
効
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
へ
導
入
に
つ
い
て
は
へ
生
徒
が
次
の
よ
う
に
む
い
て
い
る
O

「
三
年
生
に
な
っ
て
す
ぐ
先
生
が
t
 
r
舞
姫
は
(
前
年
度
三
年
生
の
問

で
-
筆
者
注
)
非
常
に
評
判
が
良
か
っ
た
j
と
言
っ
た
の
で
'
私
は
す
ご

く
期
待
し
て
い
た
」
。

感
想
文
の
古
き
出
し
で
同
様
の
趣
旨
を
述
べ
て
い
る
も
の
が
四
人
い
た
。

残
念
な
が
ら
こ
の
生
徒
は
'
続
い
て
「
私
は
が
っ
か
り
し
た
。
な
ぜ
な
ら

M
-

ば
へ
私
は
'
文
語
体
で
苫
か
れ
て
い
る
物
は
嫌
い
だ
か
ら
だ
.
そ
れ
で
も
授

業
は
始
ま
っ
た
o
」
　
と
む
い
て
い
る
O

導
入
に
触
れ
て
い
る
の
は
僅
か
に
四
人
で
あ
る
。
し
か
し
'
触
れ
る
必
要

の
無
い
感
想
文
中
で
触
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
'
私
は
、
さ
り
げ
な
い
導
入
の

意
外
な
ま
で
の
効
果
を
見
る
の
で
あ
る
。

一
読
総
合
法
方
式
を
導
入
し
た
読
み
の
試
み
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
男
子

生
徒
の
一
人
は
'
作
品
の
構
成
に
触
れ
へ
　
「
読
者
に
先
を
読
ま
せ
た
い
と
思

わ
せ
る
に
は
と
て
も
す
ぐ
れ
て
い
る
o
」
へ
　
「
た
え
ず
興
味
を
そ
そ
り
な
が
ら

展
開
し
て
い
る
。
」
　
と
述
べ
へ
女
子
生
徒
の
l
人
は
「
と
に
か
く
展
開
が
お

も
し
ろ
か
っ
た
o
 
r
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
。
ど
う
な
る
ん
だ
ろ
う
.
j
と
胸

を
わ
-
わ
-
さ
せ
な
が
ら
へ
　
読
み
進
め
ら
れ
た
O
」
と
述
べ
て
い
る
O
更

に
、
「
読
み
取
り
ノ
ー
ト
」
の
一
場
面
の
「
感
想
」
の
欄
で
、
「
興
味
を
そ

そ
ら
れ
る
」
・
「
豊
太
郎
の
悩
み
を
は
や
く
知
り
た
い
」
と
い
う
趣
旨
の
感

想
を
述
べ
た
者
が
、
二
二
名
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
る
と
、
舞
姫
に

お
け
る
I
f
.
跳
総
合
法
方
式
を
導
入
し
た
読
み
の
試
み
は
'
確
か
に
効
災
的
で

あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

「
読
み
取
り
ノ
-
卜
」
は
内
容
把
握
を
確
実
に
し
た
o
ま
た
へ
　
1
人
一
人

に
場
面
ご
と
に
感
想
を
求
め
へ
読
み
へ
の
参
加
を
促
し
た
点
で
良
か
っ
た
。

こ
こ
に
記
し
た
感
想
は
ま
と
め
と
し
て
の
感
想
文
に
つ
な
が
っ
て
行
っ
た
と

思
わ
れ
る
o
た
だ
、
「
登
場
人
物
の
心
情
」
と
「
心
情
の
背
景
」
　
の
欄
に
混

乱
が
見
ら
れ
た
。

「
学
習
目
標
の
明
示
」
へ
　
「
学
習
課
題
」
の
設
定
に
つ
い
て
は
、
生
徒
の

興
味
・
関
心
を
高
め
維
持
す
る
効
架
が
あ
っ
た
と
尖
感
す
る
が
'
早
急
な
結

論
は
避
け
た
い
。

「
板
苔
」
は
'
前
章
で
少
し
触
れ
た
よ
う
に
'
生
徒
の
内
容
把
捉
を
容
易

に
す
る
う
え
で
役
立
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
'
こ
こ
で
も
早
急
な
結
論

は
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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お

　

わ

　

り

　

に

l
般
的
に
点
も
広
く
採
ら
れ
て
い
る
1
斉
授
業
の
中
で
t
 
l
人
1
人
の
生

徒
に
力
を
付
け
る
た
め
に
へ
生
徒
の
一
人
1
人
が
興
味
・
関
心
を
持
続
L
へ

間
道
意
識
を
も
っ
て
参
加
す
る
授
業
を
作
り
出
す
こ
と
を
試
み
た
。
あ
る
程

度
の
成
果
を
収
め
え
た
と
は
信
じ
る
。
し
か
し
'
残
さ
れ
た
課
題
は
多
い
O

学
習
目
概
明
示
の
効
果
や
板
古
の
効
用
を
調
べ
る
必
要
も
あ
ろ
う
。
こ
こ

で
は
生
徒
に
担
極
的
参
加
を
促
す
方
法
を
工
夫
し
'
そ
れ
に
基
づ
い
て
実
践

を
行
っ
た
が
'
生
徒
に
よ
る
「
参
加
」
の
授
業
か
ら
'
さ
ら
に
'
生
徒
の

「
主
導
」
に
よ
る
授
業
が
試
み
ら
れ
て
も
よ
い
。
ま
た
へ
生
徒
の
興
味
・
関

心
へ
学
力
に
応
じ
へ
班
別
学
習
や
個
別
学
習
が
試
み
ら
れ
て
も
よ
い
o
更
に

実
践
を
探
め
た
い
C

(
一
九
八
八
年
十
一
月
二
十
九
日
柄
了
)

(
大
阪
府
立
和
泉
高
校
教
諭
)

(
注
-
)
大
槻
和
夫
先
生
「
基
礎
講
座
授
業
改
善
の
方
法
2
r
授
業
の
成

立
を
め
ざ
し
て
」
」
　
(
「
月
刊
国
語
教
育
」
3
月
号
東
京
法
令
出

版
一
九
八
五
年
)
を
参
考
に
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
o

(
注
2
)
　
「
学
習
課
題
」
の
作
成
に
あ
た
っ
て
は
'
「
国
語
教
育
研
究
」

第
二
十
六
号
・
中
巻
(
広
島
大
学
教
育
学
部
光
菓
会
)
掲
載
の

「
r
舞
姫
」
学
習
指
導
の
展
開
と
反
省
」
　
(
築
地
道
江
)
を
参
考

に
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

※
　
本
稿
は
第
二
十
九
回
広
島
大
学
教
育
学
部
国
語
教
育
学
会
で
発
表

し
た
も
の
に
加
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
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