
書
き
下
ろ
し
補
助
学
習
材
に
よ
る
学
習
意
欲
を
喚
起
す
る
た
め
の

い
く
つ
か
の
こ
こ
ろ
み

、

は
じ
め
に

私
は
今
ま
で
に
、
授
業
の
副
次
的
な
学
習
材
と
し
て
、
教
科
書
の
作
品
な
ど

主
要
な
学
習
材
と
は
別
に
私
自
身
が
文
章
を
書
い
て
生
徒
に
提
示
し
た
こ
と
が

あ
っ
た
。
「
手
、
ひ
き
」
と
呼
ぶ
に
は
や
や
自
立
的
な
こ
れ
ら
の
文
章
を
活
用
し

て
、
生
徒
の
学
習
音
品
欲
を
喚
起
し
主
体
的
な
学
び
へ
誘
う
こ
と
が
で
き
な
い
か

と
い
う
試
み
が
今
回
の
報
告
で
あ
る
。
こ
こ
六
年
ほ
ど
の
間
に
作
成
し
た
「
書

き
下
ろ
し
補
助
学
習
材
」
を
用
い
て
行
っ
た
試
み
を
報
告
さ
せ
て
い
た
だ
く
。

二
、
文
学
教
育
の
実
践
の
中
で

「
山
月
記
」
の
学
習
の
中
で
、
生
徒
一
人
ひ
と
り
を
自
分
の
内
な
る
李
徴
と

向
か
い
合
わ
せ
る
契
機
に
な
れ
ば
と
思
い
、
「
山
月
記
」
を
パ
ス
テ
ィ
l
シユ

（
模
倣
）
し
て
「
蒼
月
記
」
と
い
う
文
章
を
書
い
た
。
私
自
身
と
李
徴
と
を
重

ね
、
詩
作
を
国
語
教
育
研
究
に
置
き
換
え
て
書
い
た
も
の
で
あ
る
。
二

O
O
六

（
平
成
十
八
）
年
に
第
一
校
を
書
き
上
げ
て
生
徒
に
提
示
し
、
そ
の
後
も
二
年

近

松

成

生
の
「
現
代
文
」
の
授
業
を
担
当
し
、
「
山
月
記
」
の
授
業
を
す
る
た
び
に
手

を
加
え
つ
つ
活
用
し
て
き
た
。
最
初
は
、
授
業
で
「
山
月
記
」
の
段
落
を
ひ
と

つ
終
え
る
た
び
に
対
応
す
る
「
蒼
月
記
」
を
書
い
て
は
教
室
の
掲
示
板
に
貼
っ

て
示
し
て
い
た
。
そ
の
後
の
年
度
で
は
、
官
頭
部
分
だ
け
全
員
に
印
刷
し
て
配

布
し
、
残
り
の
文
章
は
読
み
た
い
者
に
だ
け
渡
す
よ
う
に
す
る
な
ど
提
示
方
法

を
模
索
し
て
い
っ
た
。
愛
知
県
立
津
島
東
高
校
に
勤
務
し
て
い
た
二

O
一
O

（
平
成
一
一
一
一
）
年
度
に
は
、
語
葉
指
導
の
た
め
の
ワ
1
ク
シ
l
ト
と
い
う
体
裁

に
仕
立
て
直
し
た
。
そ
の
中
か
ら
、
「
臆
病
な
自
尊
心
」
「
尊
大
な
差
恥
心
」
と

い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
で
て
く
る
場
面
に
対
応
す
る
文
章
と
、
李
徴
の
即
興
の
詩

の
「
訳
」
を
掲
げ
て
お
く
。
詩
の
「
訳
」
に
つ
い
て
は
、
「
蒼
月
記
」
の
中
に

童
百
い
た
原
詩
と
ほ
と
ん
ど
結
び
つ
か
な
い
も
の
と
、
原
詩
を
翻
案
し
別
の
印
刷

物
で
示
し
た
も
の
と
を
掲
げ
る
。
な
お
、
「
蒼
月
記
」
の
中
で
は
衰
惨
を
「
M

さ
ん
」
と
い
う
、
「
お
れ
」
（
日
「
近
松
」
）
の
旧
知
の
女
性
と
し
て
造
形
し
た
。
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剖
制
剤

U
創
引
こ
と
も
な
か
っ
た
。
自
分
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
し
、
世
間
の

耳
目
を
集
め
る
た
め
に
学
会
で
実
践
発
表
を
す
る
こ
と
を
好
ん
だ
が
、
そ
の

発
表
内
容
が
じ
つ
は
虚
飾
に
よ
っ
て
極
度
に
美
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知

か

た

く

ニ

ぱ

ら
れ
る
こ
と
を
恐
れ
、
自
分
の
授
業
を
公
開
す
る
こ
と
を
頑
な
に
拒
ん
だ
。

フ

ァ

ン

キ

プ

ラ

イ

ド

エ

ゴ

マ

ニ

ア

ゾ

ク

ン

ャ

イ

ネ

ス

す
べ
て
臆
病
な
自
尊
心
と
尊
大
な
差
恥
心
と
い
う
、
修
飾
語
と
被
修
飾

語
が
ね
じ
れ
た
我
が
心
性
の
せ
い
で
あ
る
。
副
矧
叫
ボ
樹
刑
制
川
副
出
劇

調
刻
剖
問
日
制
川
副
司
判
劃
同
州
司
副
引
回
劃
倒
料
引
制
引
利
引
刻

刻
司
副
剣
配
圏
引
引
出
制

Uum
桝
寸
出
。
ま
た
、
副
剣
山
凶
ボ
制
引
が
刻
引

剖
創
伺

U
剖
川
U
C岡
引
出
削
叫
「
岡
倒
剖
岡

U
到
倒
司
謝

U
創
引
己
剖
創
出

き

ひ

劃
痢
川
川
岩
組

U
引
劃
出
。
お
れ
は
し
だ
い
に
世
間
と
離
れ
、
職
員
室
の
中
で

も
孤
立
し
、
脚
同
淵
割
引
副
矧
州
u
州
判
別
制
対
劃
刻
刻
川
叫
身
悶
刻
引
刻
引

フ
ァ
ン
キ
1

プ

ラ

イ

ド

引
に
よ
っ
て
、
ま
す
ま
す
己
の
内
な
る
憶
病
な
自
尊
心
を
飼
い
太
ら
せ
る

結
果
に
な
っ
た
。
よ
く
一
言
わ
れ
る
こ
と
だ
が
、
人
間
は
誰
で
も
自
分
の
性
格

と
い
う
自
分
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
猛
獣
を
自
分
の
心
の
中
に
飼
っ
て

フ
ァ
ン
キ

1

プ

ラ

イ

ド

い
る
の
だ
ろ
う
。
お
れ
の
ば
あ
い
、
こ
の
憶
病
な
自
尊
心
が
我
が
心
の
猛

獣
だ
っ
た
の
だ
。
虎
だ
っ
た
の
だ
。
こ
れ
が
お
れ
自
身
を
食
い
破
り
、
周
囲

の
人
々
を
踏
み
に
じ
り
、
果
て
は
お
れ
の
姿
を
か
く
の
ご
と
く
、
内
心
に
ふ

さ
わ
し
い
恐
ろ
し
く
あ
き
ま
し
い
も
の
に
変
え
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
今
思
え

ば
、
全
く
、
お
れ
は
、
お
れ
の
持
っ
て
い
た
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
才
能
を
み
す

み
す
利
引
叫
樹
引
て
し
ま
っ
た
わ
け
だ
。
「
国
語
教
育
と
は
、
一
言
語
能
力
の

伸
長
と
と
も
に
芸
術
に
対
す
る
感
性
を
酒
養
す
る
こ
と
で
人
格
の
完
成
を

品
も
U
ゲ
ー
、
念
的
ふ
」

も
目
指
す
べ
き
で
あ
る
」
な
ど
と
調
閥
州
開
制
剖
川
相
刑
割
当
謝
を
弄
び

な
が
ら
、
事
実
は
、
キ
レ
者
の
仮
面
を
付
け
て
は
い
る
が
ほ
ん
と
う
の
才
能

が
な
い
こ
と
が
ば
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
卑
怯
な
判
制
判
と
、
同
刻
州

出
週
刻
刻
引
力
川
川
ド

ι
d
d↓
ー
刻
寸
劇
」
両
み
に
登
っ
て
い
く
こ
と
を
困
倒
が
る

創
州
引
が
お
れ
の
す
べ
て
だ
っ
た
の
だ
。
お
れ
よ
り
も
は
る
か
に
乏
し
い
才

能
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
を
斗
U
U
M
に
磨
き
謙
虚
に
研
究
対
象
に
向
か
っ
た
が

た
め
に
、
堂
今
た
る
実
践
家
・
研
究
者
に
な
っ
た
者
が
い
く
ら
で
も
い
る
の

だ
。
虎
と
な
り
果
て
た
今
、
お
れ
は
よ
う
や
く
そ
れ
に
気
づ
い
た
o

詔
刷
出

じ
創
刊
以
州
市
可
嵐
創
出
畝
俳
判
明
刻
側
副
引
制
週
割
引
叫
引
制
刷
出
。

【
「
蒼
月
記
」
の
中
に
記
し
た
も
の

ま
渓：tず
11.Jf は
に幽T

玄f

し
て
知
的
な
新
古
ぷ入
7 

調

月
影
清
く

青
く
明
け
ゆ
く

照
ら
し
た
り

同
渓じ
山景
にを

l入
7 

荒度
ぶは
る古
抱ほムぅ7

可L:5調

響
き
け
り

さ

明
月
冴
え
て

さ
年ら
をに

美経君
少てへ
女の
な君恩
りとい
き会を

ひも
た う
る一

度
こ古
の今

朝；事
まま二
日

の
君
は

秋
の
風
吹
く

7νmwmw瓜山

東
雲
の
空

- 13ー

君
と
学
ん
だ
こ
ろ
国
語
の
教
科
書
に
よ
く
載
っ
て
い
た
寺
山
修
司
ふ
う
に

ひ陽
の
中
に
制
服
姿
で
駆
け
て
ゆ
く
乙
女
の
君
を
我
は
忘
れ
ず

お
れ
や
君
と
同
年
代
の
歌
人
、
俵
万
智
ち
ゃ
ん
ふ
う
に

虎
に
な
っ
た
今
の
苦
し
み
分
か
っ
て
よ
昔
は
お
た
が
い



輝
い
て
た
ね

｛
翻
案
し
別
に
印
刷
し
て
提
示
し
た
も
の

t品
H

ま

t
っ
〈
訳

何
の
前
触
れ
も
な
く
、
狂
気
は
お
れ
に
取
り
つ
い
で
、
お
れ
を
獣
に
し
て

し
ま
っ
た
。
あ
る
日
、
突
然
。

お
り

不
幸
は
不
幸
を
呼
び
、
負
の
ス
パ
イ
ラ
ル
の
権
に
お
れ
は
閉
じ
込
め
ら
れ

て
い
く
。

数
知
れ
な
い
肉
を
引
き
裂
き
、
移
し
い
血
を
吸
っ
た
こ
の
爪
と
芳
に
向
か
っ

て
く
る
者
な
ど
、
今
で
は
い
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

し
か
し
、
友
よ
。
思
い
出
す
で
は
な
い
か
。
東
の
哀
惨
、
西
の
李
徴
と
呼
ば

れ
た
若
か
り
し
日
々
を
。

確
か
に
そ
ん
な
こ
ろ
も
あ
っ
た
。

け
れ
ど
、
時
間
が
流
れ
る
歯
車
は
ど
こ
で
狂
い
始
め
た
の
だ
ろ
う
。
お
れ

は
人
々
か
ら
恐
れ
ら
れ
る
人
喰
い
虎
と
し
て
野
に
身
を
潜
め
、

君
は
人
々
の
尊
敬
を
受
け
て
人
生
の
成
功
者
に
な
っ
た
。

お
れ
の
転
落
は
ど
こ
か
ら
始
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
ま
た
ま
友
と
再

会
し
自
分
の
半
生
を
振
り
返
る
と
き
、

持
っ
て
い
く
と
こ
ろ
の
な
い
怒
り
と
後
悔
に
身
を
灼
か
れ
る
。

そ
ん
な
気
持
ち
を
詩
に
叩
き
つ
け
、

そ

び

ニ

－

つ

こ

う

地
耳
え
立
つ
山
と
深
い
谷
を
埋
今
と
照
ら
し
て
い
る
あ
の
月
に
向
か
っ
て
訴

え
よ
う
と
し
て
も
、

お
れ
の
喉
か
ら
は
虎
の
肌
え
る
声
し
か
出
な
い
の
だ
。

呪
わ
し
い
獣
の
胞
肌
が
響
き
渡
る
だ
け
な
の
だ
。

直
線
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
は
中
島
敦
の
本
文
中
の
語
葉
を
易
し
く
言
い
換

え
た
箇
所
で
あ
る
。
も
と
に
な
っ
て
い
る
原
作
中
の
語
葉
を
見
つ
け
さ
せ
る
こ

と
を
作
業
と
し
て
課
し
た
。
波
線
の
傍
線
を
付
し
た
箇
所
は
、
生
徒
た
ち
の
好

む
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
を
下
敷
き
に
し
た
表
現
で
あ
る
。
生
徒
の
興
味
を
引

く
た
め
と
文
章
の
ス
パ
イ
ス
と
な
る
よ
う
に
織
り
込
ん
だ
が
、
国
語
の
力
を
伸

ば
す
た
め
に
は
大
き
な
意
味
は
な
い
。
生
徒
は
熱
心
に
読
ん
で
、
作
業
に
取
り

組
ん
で
く
れ
た
。
け
れ
ど
も
当
初
の
ね
ら
い
ど
お
り
自
身
の
内
な
る
虎
に
気
づ

く
契
機
と
な
っ
た
か
は
肯
定
で
き
る
手
応
え
で
は
な
か
っ
た
。
即
興
の
詩
の

「
訳
」
に
つ
い
て
、
詳
し
く
は
次
節
の
古
典
の
「
訳
」
で
そ
の
目
的
な
ど
を
述

べ
た
い
。

こ
の
年
に
は
、
全
校
生
徒
が
集
ま
る
朝
会
で
、
「
人
間
の
本
質
の
ひ
と
つ
は

物
語
る
と
一
言
う
こ
と
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
は
人
聞
を
『
ホ
モ
・
モ
ノ
ガ
タ
リ

ス
』
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
人
聞
が
受
け
容

れ
難
い
現
実
を
受
け
容
れ
る
た
め
に
作
っ
た
装
置
が
『
物
語
』
で
は
な
い
か
」

と
い
う
講
話
を
行
っ
た
。
河
合
隼
雄
と
村
上
春
樹
の
対
談
集
（
『
村
上
春
樹
、

河
合
隼
雄
に
会
い
に
い
く
』
新
潮
文
庫
）
の
中
で
語
ら
れ
て
い
る
、
「
小
説
を

童
日
く
の
は
自
己
治
療
的
な
行
為
で
あ
る
」
と
い
う
発
言
に
基
づ
い
て
考
え
た
の

が
「
ホ
モ
・
モ
ノ
ガ
タ
リ
ス
」
で
あ
る
が
、
私
自
身
も
こ
の
「
蒼
月
記
」
と
い
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う
「
物
五
巴
を
童
日
き
な
が
ら
自
分
を
癒
し
て
い
た
の
か
も
知
れ
な
い
。

三
、
古
典
教
育
の
実
践
の
中
で

古
典
の
授
業
に
お
い
て
は
、
原
文
を
そ
の
ま
ま
現
代
語
に
移
し
換
え
た
り
文

法
を
学
ん
だ
り
す
る
だ
け
で
は
理
解
で
き
な
い
雰
囲
気
や
現
実
味
を
味
わ
わ

せ
る
た
め
に
、
本
文
に
か
な
り
加
筆
し
状
況
も
強
引
に
具
体
的
に
設
定
し
た

「
訳
」
を
単
元
の
終
わ
り
に
配
布
し
、
指
導
者
が
読
み
上
げ
た
。
こ
の
よ
う
な

「
訳
」
を
作
る
ヒ
ン
ト
に
な
っ
た
の
は
、
橋
本
治
『
窒
…
変
源
氏
物
語
』
、
俵
万
智

『
恋
す
る
「
伊
勢
物
語
」
』
、
日
中
貴
子
「
検
定
絶
対
不
合
格
教
科
書
古
文
』
で

あ
る
。
は
じ
め
に
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
中
の
「
児
の
そ
ら
寝
」
と
呼
ば
れ

る
一
節
の
「
訳
」
の
中
か
ら
一
部
を
掲
載
す
る
。
こ
れ
は
昨
年
度
（
平
成
一
一
一
一

年
度
）
に
作
成
し
て
津
島
東
高
校
で
「
国
語
総
合
」
の
授
業
で
活
用
し
た
も
の

で
、
本
年
度
は
愛
知
県
立
西
春
高
校
の
一
年
生
に
「
国
語
総
合
」
の
授
業
の
中

で
印
刷
し
た
も
の
を
配
布
し
、
指
導
者
が
読
み
上
げ
た
。

じ
っ
さ
い
に
寺
で
過
ご
し
て
み
る
と
、
そ
の
実
態
は
、
エ
リ
ー
ト
育
成

機
関
と
し
て
の
役
割
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
奇
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く

に
驚
い
た
こ
と
は
、
私
の
よ
う
な
「
ち
ご
」
と
呼
ば
れ
る
者
に
注
が
れ
る

き

ょ

〉

も

ん

ぞ

？

っ

す

、

僧
た
ち
の
視
線
で
あ
る
。
確
か
に
経
文
な
ど
に
関
す
る
僧
た
ち
の
造
首
は

き
わ

想
像
以
上
に
深
い
し
、
仏
道
を
究
め
ん
と
す
る
彼
ら
の
情
熱
は
並
大
抵
の
も

し
ょ
せ
ん

の
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
彼
ら
と
て
所
詮
は
男
で
あ
る
。
厳
し
い
修
行
で

げ
だ
っ

そ
れ
を
解
脱
し
よ
う
と
し
て
も
、
生
物
と
し
て
の
本
能
的
な
欲
求
ま
で
完

全
に
消
し
去
る
こ
と
は
で
き
ぬ
。
女
性
が
全
く
い
な
い
世
界
の
中
で
、
彼

ら
の
本
能
的
な
欲
求
は
、
お
の
ず
と
私
の
よ
う
な
少
年
に
向
け
ら
れ
て
い
つ

ょ
う
ぼ
う

た
。
と
り
わ
け
、
容
貌
が
整
い
、
か
っ
、
ま
だ
男
と
し
て
開
花
し
き
っ
て

い
な
い
微
妙
な
年
齢
に
あ
る
者
に
特
有
の
廓
香
の
よ
う
な
匂
い
に
対
し
て
、

き
ゅ
う
か
く

彼
ら
の
嘆
覚
は
こ
と
さ
ら
鋭
敏
で
あ
っ
た
。
僧
た
ち
は
夜
ご
と
に
少
年
た

し
ん
じ
よ

ち
を
寝
所
に
誘
っ
た
。
少
年
た
ち
に
と
っ
て
も
、
そ
れ
が
刺
激
の
少
な
い

う

る

お

ひ

そ

生
活
を
潤
す
密
か
な
楽
し
み
に
な
っ
て
い
た
。

そ
の
よ
う
な
生
活
の
一
部
を
一
不
す
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
一
つ
、
紹
介
す
る
。
こ

れ
も
今
と
な
っ
て
は
も
う
昔
の
こ
と
だ
。
自
分
の
体
験
と
し
て
書
き
記
す

の
は
は
ば
か
ら
れ
る
の
で
、
三
人
称
で
書
く
こ
と
に
す
る
。
延
暦
寺
に
ひ

せ

ん

さ

く

よ

う

と
り
の
「
ち
ご
」
が
い
た
。
そ
れ
が
私
で
あ
る
か
ど
う
か
の
詮
索
は
ご
容

赦
願
い
た
い
。
確
か
、
冬
眠
し
て
い
た
虫
た
ち
も
目
覚
め
始
め
る
と
い
う

け
い
ち
つ

啓
訟
を
過
ぎ
た
春
の
な
ま
め
か
し
い
夕
暮
れ
の
こ
と
だ
っ
た
。
光
源
氏
が

「
世
の
中
の
過
ち
は
す
る
ぞ
か
し
」
と
つ
ぶ
や
い
た
頃
も
、
こ
の
よ
う
な
刻

げ
人限

だ
ろ
う
（
そ
の
あ
と
源
氏
は
初
対
面
の
臨
月
夜
の
君
と
強
引
に
ち
ぎ
っ

て
し
ま
う
の
だ
が
）
o

千
金
に
値
す
る
そ
ん
な
宵
、
僧
た
ち
は
長
く
な
り
始

め
た
夜
の
退
屈
さ
に
、
「
こ
ん
な
夜
は
、
ち
ょ
っ
と
羽
目
を
は
ず
そ
う
じ
ゃ

な
い
か
。
い
つ
も
指
導
し
て
く
だ
さ
る
先
生
方
も
今
日
は
束
塔
の
根
本
中

堂
に
行
っ
て
し
ま
わ
れ
た
。
せ
っ
か
く
だ
か
ら
、
き
あ
、
ぼ
た
餅
で
も
作
ろ

う
。
正
月
に
入
っ
て
き
た
あ
の
「
ち
ご
」
も
、
親
が
作
っ
て
く
れ
た
ぼ
た
餅

な
つ

を
懐
か
し
ん
で
い
た
よ
う
だ
し
」
な
ど
と
話
し
出
し
た
。

太
い
フ
ォ
ン
ト
で
書
い
た
部
分
は
、
対
応
す
る
本
文
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て

い
る
。
こ
の
「
訳
」
で
は
「
児
」
の
寺
の
中
で
の
位
置
や
役
割
を
書
き
加
え

た。
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本
年
度
の
一
年
生
に
は
、
「
国
語
総
合
」
に
お
い
て
、
こ
の
「
児
の
そ
ら
寝
」

の
あ
と
に
同
じ
く
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
か
ら
「
検
非
違
使
忠
明
の
こ
と
」
と
呼

ば
れ
る
文
章
の
指
導
を
し
た
。
そ
の
本
文
の
す
べ
て
と
、
「
訳
」
の
う
ち
、
本

文
に
傍
線
を
付
し
た
箇
所
に
対
応
す
る
部
分
を
掲
げ
る
。

幅
制
］

ム
7

は
昔
、
忠
明
と
い
ふ
検
非
違
使
あ
り
け
り
。
そ
れ
が
若
か
り
け
る
と

き
や
ろ
わ
ら
ん
ベ

き
、
清
水
の
橋
の
た
も
と
で
京
童
部
ど
も
と
い
さ
か
ひ
を
し
け
り
。
京

童
部
手
ご
と
に
万
を
抜
き
て
、
忠
明
を
た
ち
込
め
て
、
殺
さ
む
と
し
け
れ

ば
、
忠
明
も
太
万
を
抜
き
て
、
御
堂
ざ
ま
に
上
る
に
、
制
割
削
剰
叫
寸
劃

叫
引
制
劃
白
山
刻
引
刷
刑
制
創
凶
が
利
凶

1
内
ぺ
週
間
引
可
制
州
制
剖
劃
料

劃
叫
捌
刻
刻
1
4問
州
制
べ
園
川
剖
叫
。
蔀
、
風
に
し
ぶ
か
れ
て
、
谷
の
底
に

烏
の
ゐ
る
よ
う
に
、
ゃ
を
ら
落
ち
に
け
れ
ば
、
そ
こ
よ
り
逃
げ
て
往
に

け
り
。京

童
部
ど
も
谷
を
見
下
ろ
し
て
、
あ
さ
ま
し
が
り
、
立
ち
並
み
て
見
け

れ
ど
も
、
す
べ
き
や
う
な
く
て
、
や
み
に
け
り
と
な
む
。

円
閣
出

こ
の
ま
ま
舞
台
を
東
へ
突
っ
切
れ
ば
、
音
羽
の
滝
へ
降
り
る
階
段
が
あ
る

は
ず
で
あ
る
。
そ
ち
ら
へ
走
り
だ
す
と
、
自
分
の
真
正
面
、
本
堂
の
束
の
端

キ
ン
パ

に
金
髪
の
モ
ヒ
カ
ン
頭
が
見
え
た
。
そ
の
後
ろ
に
は
ガ
ム
を
ク
チ
ャ
ク
チ
ャ

ベ
ル
ナ
ル
ド

い
わ
せ
な
が
ら
薄
ら
笑
い
を
浮
か
べ
た
牛
鬼
が
い
る
。
そ
の
他
の
連
中
も

大
勢
立
ち
は
だ
か
っ
て
こ
ち
ら
に
向
か
い
合
っ
て
い
た
。
自
分
の
行
動
を
完

ご

ず

八
五
に
読
ま
れ
、
先
回
り
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
振
り
返
る
と
牛
頭
丸
ら
が
舞
台

町
、
ル
ナ
ル
ド
め
ず

に
上
が
っ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
東
に
は
牛
鬼
と
馬
頭
丸
、
西
に
は

こ

ず
牛
頭
丸
と
子
分
た
ち
、
北
は
人
間
の
壁
、
南
は
校
舎
の
三
階
に
匹
敵
す
る
断

崖
で
あ
る
。
命
運
は
尽
き
た
か
に
見
え
た
。
死
を
覚
悟
し
た
そ
の
一
瞬
、
「
生

き
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
叫
び
を
欄
明
は
聞
い
た
よ
う
な
気
が
し
た
。
守
ら

ね
ば
な
ら
な
い
も
の
が
で
き
た
と
き
、
男
は
、
強
く
な
る
。
澗
明
は
北
（
建

物
の
中
の
ほ
う
）
に
向
か
っ
て
走
る
と
、
拝
殿
と
舞
台
と
の
間
で
開
け
放
た

し
と
み

れ
て
い
た
蔀
の
下
半
分
を
む
ん
ず
と
つ
か
ん
で
引
き
ち
ぎ
る
よ
う
に
取
り

外
す
ゃ
い
な
や
、
き
び
す
を
返
し
、
外
し
た
蔀
を
脇
の
下
に
挟
ん
で
南
に
広

が
る
前
の
谷
に
飛
び
落
ち
た
。

（
註
一
人
物
造
形
に
当
た
り
バ
！
ン
ス
タ
イ
ン
「
ウ
エ
ス
ト
・
サ
イ
ド
物
語
」
、

椎
橋
寛
「
ぬ
ら
り
ひ
ょ
ん
の
孫
」
を
参
考
に
し
た
。
）
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こ
の
「
訳
」
で
は
、
清
水
の
舞
台
か
ら
飛
び
降
り
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
必
然

性
と
緊
迫
し
た
状
況
が
伝
わ
り
ゃ
す
い
よ
う
に
、
本
文
に
は
登
場
し
な
い
忠
明

以
外
の
人
物
も
作
っ
て
書
い
て
み
た
。
冒
険
活
劇
で
あ
る
と
と
も
に
、
登
場
人

物
の
造
形
に
当
た
っ
て
は
生
徒
の
世
代
に
読
ま
れ
て
い
る
漫
画
の
登
場
人
物
を

参
考
に
し
た
の
で
、
単
元
の
学
習
の
終
わ
り
に
印
刷
し
た
も
の
を
配
布
し
読
み

上
げ
る
と
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
笑
い
声
も
起
こ
っ
た
。
生
徒
の
評
判
は
よ
か
っ

た
。
ど
ち
ら
の
「
訳
」
で
も
太
字
の
フ
ォ
ン
ト
で
強
調
し
た
表
現
に
対
応
す
る

語
句
を
本
文
中
か
ら
見
つ
け
て
お
く
こ
と
を
指
示
し
た
が
、
そ
の
た
め
の
時
間

を
授
業
中
に
は
確
保
せ
ず
、
自
主
学
習
に
ゆ
だ
ね
て
し
ま
っ
た
。
私
自
身
が
こ

の
「
訳
」
の
教
育
的
効
能
を
信
じ
切
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
年
度
の
一
年
生
の
夏
季
休
業
中
の
補
習
で
は
、
「
徒
然
草
」
の
一
八
八
段

「
あ
る
者
、
予
を
法
師
に
な
し
て
」
の
終
末
部
分
を
指
導
し
、
そ
れ
に
基
づ
く



「
訳
」
を
印
刷
し
て
配
布
し
、
読
み
上
げ
た
。
そ
の
一
部
を
掲
げ
る
。
傍
線
部

は
、
対
応
す
る
本
文
が
あ
る
表
現
で
あ
る
。

あ
る
者
が
「
そ
の
ス
ス
キ
の
こ
と
な
ら
樹
し
場
の
辺
り
に
倒

μ
勺
い
る
劃
者

刑
矧
寸
司
川
什
叫
ん
じ
ゃ
な
か
っ
た
つ
け
」
と
一
言
、
っ
。
す
る
と
そ
れ
ま
で
黙
し

た
ま
ま
双
方
の
主
張
を
聞
い
て
い
た
西
春
寺
の
住
職

E
Z♂－
2
8
8
（日

本
語
表
記
は
登
蓮
法
師
）
が
す
っ
く
と
立
ち
上
が
っ
て
い
っ
た
。
「
調
1
J
盟

刻
刻
矧
引
寸
凶
刻
引
劃
制
刈
州
司
副
U
材
開
引
引

U
出
削
剖
引
引
制
問
U
U

間
引
川
「
剖
叫
刻
刻
引
叫
寸
叶
引
制
刻
引
制
引
川
叫
凋
U
槻
刷
辺
川
州
劃
剖

刷
出
引
刻
叫
胡
制
対
川
副
引
と
思
い
ま
す
o
」
こ
の
司
コ
町
田
円
↓
。
－
2
8
8
は
普

段
は
温
厚
な
知
識
人
で
知
ら
れ
た
人
で
あ
る
が
、
自
分
が
い
っ
た
ん
決
め
る

と
テ
コ
で
も
動
か
な
い
人
で
あ
っ
た
。
人
々
は
方
5
2
4
0－2
8
8
に
向
か
っ

て
、
「
い
く
ら
な
ん
で
も
斜
川
口
劃
引
剖
劃
引
ょ
。
こ
ん
な
す
ば
ら
し
い
法

会
が
終
わ
っ
た
ば
か
り
な
の
に
。
せ
め
て
岡
制
剤
利
引
制
川
町
行
か
れ
た
ほ

う
が
」
と
引
き
留
め
る
が
彼
は
い
つ
も
の
よ
う
に
後
に
引
か
な
い
。
回
目
コ
・
可

2
2
2
の
よ
う
な
ロ
イ
ド
眼
鏡
の
奥
か
ら
真
剣
そ
の
も
の
の
ま
な
ざ
し
で
見

つ
め
な
が
ら
こ
う
言
っ
た
。
「
雨
が
や
む
ま
で
待
て
と
は
、
こ
れ
は
ま
た
と

利
引
制
剖
川
引
出
刻
刻
寸

U
引
川
割
引
刻
。
人
刷
新
制
刺
尉
剖
刻
列
引
引
判

列
凶
1
岡
剛
同
州
岡
州
司
判
刻
劃
矧
倒
寸
刻
引
料
引
出
料
ゴ
叫
例
刻
州
制
引

制
。
時
間
の
流
れ
と
い
う
も
の
は
人
間
の
思
い
や
都
合
を
超
え
た
も
の
で

し
ょ
う
。
天
と
地
が
分
か
れ
て
世
界
が
で
き
て
か
ら
今
ま
で
ず
っ
と
そ
う

と
う
と
う

だ
っ
た
し
、
こ
れ
か
ら
も
ゆ
く
河
の
流
れ
の
よ
う
に
泊
々
と
流
れ
続
け
て
い

く
も
の
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
悠
久
の
大
地
は
、
私
た
ち
の
泣
き
笑
い
を
、
私

ト
レ
ラ
ン
ト

の
名
の
よ
う
に
寛
容
に
受
け
止
め
て
く
れ
る
で
し
ょ
う
。
雨
が
上
が
る
の

を
待
っ
て
い
る
聞
に
私
が
珂
刈
出
り
そ
の
聖
者
が
出
く
な
っ
て
し
ま
っ
た

川
1
刻
利
引
州
司
副
劃
謝
料
刻
刻
剖
コ
岡
剖
司
劃
劃
制
州
。
本
当
の
こ
と

を
知
っ
て
い
る
人
が
こ
の
世
に
い
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
そ
う
な
っ

て
し
ま
っ
た
ら
真
実
は
永
久
に
分
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
と
は
一
刻

を
争
う
の
で
す
。
そ
れ
な
の
に
雨
が
や
む
の
を
の
ん
び
り
待
っ
て
い
る
な

ど
、
あ
ま
り
に
悠
長
に
過
ぎ
る
と
い
う
も
の
で
す
o
」
と
だ
け
言
、
っ
と
、
雨

の
中
を
二
王
門
か
ら
剥
別
調
寸
対

U
劃
寸
出
副
司
引
剖
剖
制
刻
刻
。
彼
の
志

は
州
刻

UJN剖
制
出
向
刻
、
常
人
の
心
で
は
制

q
出
叫
掛
川
い
い
司
副
刑
制
劃
創

刊
制
州
司
副
刻
。
そ
れ
は
、
人
生
は
有
限
で
あ
っ
て
遅
か
ら
ず
自
分
も
死
な

な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
へ
の
諦
念
と
、
そ
の

B
C
E－
な
人
間
の

5
5。
E
－

な
知
識
へ
の
深
い
愛
情
に
根
ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
「
訳
」
は
、
二
一
八
一
年
に
仁
和
寺
で
実
際
に
行
わ
れ
た
孔
雀
法
経
を

舞
台
だ
と
設
定
し
て
書
い
た
。
登
蓮
法
師
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
の
核
心
と
も
言
え

る
「
人
の
命
は
雨
の
晴
れ
聞
を
も
待
つ
も
の
か
は
」
に
つ
い
て
は
、
同
じ
よ
う

な
言
葉
を
重
ね
て
分
か
り
ゃ
す
い
も
の
に
し
た
。
生
徒
た
ち
は
登
蓮
法
師
の
生

き
急
ぐ
姿
勢
を
感
じ
て
く
れ
た
よ
う
で
は
あ
る
が
、
ス
ト
ー
リ
ー
性
の
豊
か
な

「
宇
治
拾
遺
物
語
」
に
比
べ
る
と
反
響
は
小
さ
か
っ
た
。
ま
た
、
傍
線
部
に
つ

い
て
本
文
と
読
み
比
べ
て
古
語
の
意
味
な
ど
を
確
認
さ
せ
る
指
示
を
怠
っ
て
し

ま
っ
た
こ
と
が
大
き
な
反
省
点
で
あ
る
。

時
間
が
前
後
す
る
が
、
本
年
度
の
一
学
期
に
は
西
春
高
校
の
一
年
生
に
対
し

て
、
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
の
あ
と
で
、
「
伊
勢
物
語
」
か
ら
「
東
下
り
」
の
章
段

を
指
導
し
た
。
折
句
が
使
わ
れ
た
歌
を
含
む
こ
の
章
段
の
学
習
の
後
、
私
自
身

が
折
句
の
手
法
を
使
っ
て
作
っ
た
俳
句
と
そ
の
背
景
に
つ
い
て
綴
っ
た
文
章
を



示
し
た
。
文
章
そ
の
も
の
は
、
二

O
O
六
（
平
成
十
八
）
年
度
に
作
成
し
、
当

時
勤
務
し
て
い
た
愛
知
県
立
美
和
高
校
の
二
年
生
に
配
布
し
た
も
の
で
あ
る
。

そ
の
と
き
に
は
印
刷
し
て
配
布
し
た
だ
け
な
の
で
生
徒
の
反
応
は
全
く
な
か
っ

た
。
今
年
度
は
授
業
中
に
読
み
上
げ
た
の
で
、
折
句
が
古
典
文
学
の
中
だ
け
で

な
く
現
代
で
も
使
え
る
技
法
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
え
た
生
徒
が
多
か
っ
た
よ

う
に
感
じ
ら
れ
た
。
そ
の
文
章
は
、
ア
ヤ
カ
と
い
う
、
私
の
亡
く
な
っ
た
従
姉

妹
の
中
学
生
に
な
っ
た
娘
に
あ
て
て
書
い
た
文
章
に
、
前
置
き
と
し
て
生
徒
向

け
の
解
説
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
一
部
を
掲
げ
る
。

驚
き
が
少
し
落
ち
着
い
た
先
日
の
四
十
九
日
の
法
要
の
日
に
、
私
は
彼

女
に
、
次
の
よ
う
な
句
と
文
章
を
ホ
テ
ル
の
便
筆
に
書
き
付
け
て
渡
し
ま

爪
り
つ
レ

し
た
。
和
歌
の
贈
答
の
伝
統
に
則
つ
て
、
小
さ
な
あ
じ
さ
い
の
花
も
付
け

ま
し
た
。
皆
さ
ん
に
も
紹
介
し
ま
す
。

俳
句
の
形
式
に
よ
る
短
歌

あ

じ

さ

ゐ

紫
陽
花
は
約
束
の
日
に

輝
け
り

〈
中
略
〉

そ
し
て
紫
陽
花
の
咲
く
今
日
も
ま
た
、
君
に
会
う
こ
と
が
で
き
た
。
先

日
か
ら
始
ま
っ
た
、
君
と
の
十
年
ぶ
り
の
再
会
は
、
遠
い
日
の
約
束
だ
っ

た
の
だ
ろ
う
。
幼
児
の
君
は
、
す
っ
か
り
少
女
に
な
っ
て
い
た
。
紫
陽
花

の
よ
う
に
美
し
く
輝
い
て
。

こ
れ
が
、
こ
の
句
の
本
当
の
音
公
味
だ
。
「
紫
陽
花
」
は
花
だ
け
の
こ
と
で

は
な
く
、
君
の
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
短
歌
の
修
辞
法
で
あ
る
「
見
立
て
」

た
と

と
い
う
技
法
で
あ
る
。
除
え
の
一
種
で
あ
る
。
こ
の
句
の
初
め
に
「
俳
句

の
形
式
に
よ
る
短
歌
」
と
書
い
た
の
も
、
短
歌
の
技
法
を
使
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
の
句
は
、
俳
句
と
言
う
よ
り
短
歌
に
近
い
内
容
を
持
っ

て
い
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
俳
句
と
短
歌
は
、
同
じ
短
詩
型
文
学
で
あ
る

が
、
根
本
的
に
異
な
る
芸
術
で
は
な
い
か
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
は
っ
き
り

と
は
分
か
ら
な
い
が
、
俳
句
が
あ
る
一
瞬
を
切
り
取
っ
て
読
者
に
そ
の
断
面

を
提
示
す
る
の
に
対
し
、
短
歌
の
ほ
う
は
、
恋
歌
な
ど
の
例
の
よ
う
に
、
も
っ

と
物
語
的
だ
。
こ
の
句
は
、
こ
の
物
語
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
、
俳
句
と
言

う
よ
り
も
短
歌
だ
と
私
は
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
俳
句
の
形
式
に
よ
る
」

と
書
い
た
よ
う
に
、
俳
句
の
形
式
も
踏
ま
え
て
い
る
。
「
紫
陽
花
」
と
い
う

夏
の
季
語
も
使
つ
で
あ
る
し
、
終
わ
り
の
「
け
り
」
も
切
れ
字
の
よ
う
だ
（
正

し
く
は
そ
う
で
は
な
い
の
だ
が
て
こ
の
よ
う
に
、
俳
句
の
形
式
を
用
い
な

が
ら
も
、
技
法
や
物
語
性
は
短
歌
の
も
の
だ
。
そ
の
最
大
の
技
法
は
「
見
立

お
り
く

て
」
で
は
な
い
。
「
折
句
」
で
あ
る
。
五
七
五
の
最
初
の
一
文
字
ず
つ
を
拾
っ

て
、
三
文
字
続
け
て
み
る
と
、
こ
の
句
の
暗
号
は
見
事
に
解
け
る
。
若
い
頃

か
ら
啄
木
の
影
響
を
受
け
、
短
歌
を
少
な
か
ら
ず
作
っ
て
き
た
私
が
、
今
日

は
俳
句
と
い
う
形
式
を
選
ば
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
も
理
解
し
て
も
ら

え
る
だ
ろ
う
。
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古
文
指
導
の
中
で
、
「
訳
」
を
含
む
こ
う
い
っ
た
文
章
を
読
ま
せ
な
が
ら
ね

ら
っ
た
こ
と
に
、
お
お
げ
さ
な
言
い
方
だ
が
「
進
歩
史
観
の
否
定
」
が
あ
る
。

古
文
の
中
の
世
界
な
ど
、
明
る
く
快
適
な
現
代
と
か
け
離
れ
た
カ
ピ
く
さ
い
大

昔
の
話
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
、
古
文
を
共
感
的
に
読
む
こ
と
は
で
き
な
い

と
考
え
て
い
る
。
「
訳
」
の
中
に
英
単
語
を
盛
り
込
ん
だ
り
ル
ピ
に
カ
タ
カ
ナ

を
用
い
た
り
物
理
の
公
式
を
書
き
込
ん
だ
り
し
な
が
ら
、
古
文
の
世
界
の
地
面



と
現
代
の
私
た
ち
の
地
面
と
が
つ
な
が
っ
て
い
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を

願
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
、
書
き
下
ろ
し
補
助
学
習
材
の
作

成
・
活
用
と
は
別
に
、
「
師
読
に
よ
る
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
効
果
」
と
い
う
こ
と
を

漠
然
と
考
え
、
模
索
し
て
い
る
。
「
師
読
」
と
は
私
の
造
語
で
、
「
指
導
者
が
自

分
の
解
釈
を
自
分
の
読
み
声
に
乗
せ
て
作
品
を
音
読
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
、
数
百
年
も
前
に
書
か
れ
た
文
章
に
生
命
（
ア
ニ
マ
）
を
吹

き
込
む
こ
と
が
ア
ニ
マ
シ
オ
ン
効
果
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
教
案
で
私
が
音

読
す
る
際
に
も
、
生
徒
の
脳
裏
に
生
き
生
き
と
し
た
ド
ラ
マ
が
浮
か
ぶ
よ
う

に
、
十
分
練
習
し
て
か
ら
教
室
に
向
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
現
代
文
の
授
業
で

も
同
じ
で
あ
る
。

西
春
高
校
の
一
年
生
を
対
象
と
し
た
授
業
は
ま
だ
一
年
も
た
つ
て
い
な
い

が
、
生
徒
の
基
礎
学
力
の
高
さ
に
も
助
け
ら
れ
な
が
ら
、
今
の
と
こ
ろ
「
古
文

嫌
い
」
の
生
徒
を
作
ら
ず
に
す
ん
で
い
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。

四
、
作
文
教
育
の
実
践
の
中
で

二
O
O
八
（
平
成
二
十
）
年
度
、
津
島
東
高
校
の
二
年
生
の
生
徒
を
引
率

し
、
沖
縄
に
修
学
旅
行
に
出
か
け
た
。
そ
の
翌
日
、
ホ
ー
ム
ル
ー
ム
活
動
の
中

で
作
文
を
童
日
か
せ
た
と
き
に
印
刷
し
て
示
し
た
文
章
例
の
一
部
を
掲
載
す
る
。

て
文
章
の
例
3

一

ト

リ

プ

ル

オ

・

エ

イ

ト

一
宇
宙
世
紀

0
0
0
8
、
修
学
旅
行
の
引
率
で
首
里
城
を
訪
れ
た
東
海
地

工
刀
の

T
東
高
校
の

C
教
諭
は
、
首
里
城
正
殿
の
深
紅
の
玉
座
と
向
か
い
合
つ

工
～
と
た
ん
、
自
分
の
ル

l
ツ
と
使
命
に
「
覚
醒
」
o

引
率
責
任
者
の
教
頭
に

即
刻
辞
表
を
提
出
し
、
琉
球
王
国
皇
帝
尚
志
王
と
し
て
即
位
し
た
。
い
わ

ゆ
る
第
三
尚
氏
王
統
の
始
ま
り
で
あ
る
。
そ
の
後
稀
代
の
詐
欺
師
と
し
て
の

口
八
了
ぶ
り
を
縦
横
に
活
用
し
て
人
ず
を
扇
動
、
日
本
国
政
府
に
対
し
、
主

権
の
承
認
と
高
校
「
日
本
史
」
教
科
書
へ
の
琉
球
史
の
正
し
い
位
置
づ
け
を

求
め
て
独
立
戦
争
を
挑
ん
だ
が
、
日
米
二
か
国
軍
に
あ
っ
け
な
く
鎮
圧
さ
れ

た
。
こ
れ
が
今
日
で
一
一
百
う
「
ひ
る
ま
事
変
」
で
あ
る
。
そ
の
後
の
尚
志
王
こ

よ
う

と
C
教
諭
の
消
息
は
杏
と
し
て
不
明
で
あ
る
。
パ
イ
レ

l
ツ
・
オ
ブ
・
ア
ラ

ビ
ア
ン
の
頭
目
に
な
っ
た
と
か
ル
ウ
ム
戦
役
で
五
隻
の
戦
般
を
沈
め
た
と

け
だ

か
言
わ
れ
て
い
た
が
、
蓋
し
、
義
経
が
中
国
大
陸
に
渡
っ
て
チ
ン
ギ
ス
・
ハ
ー

ン
に
な
っ
た
と
い
う
よ
う
な
、
後
世
の
作
り
話
で
あ
ろ
う
。
世
間
が
彼
の
こ

と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
こ
ろ
、
那
覇
バ
ス
の
元
パ
ス
ガ
イ
ド
M

三
千
代
さ
ん
（
白
寿
を
目
前
に
し
て
昨
秋
天
寿
を
全
う
さ
れ
た
）
の
遺
品
の

中
か
ら
彼
の
手
紙
の
一
部
が
発
見
さ
れ
た
。
内
容
か
ら
推
察
す
る
に
、
彼
が

首
里
城
で
「
覚
醒
」
す
る
前
夜
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
歴
史
を
騒

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

が
す
以
前
の
、
ご
く
平
凡
な
教
員
だ
っ
た
彼
の
横
顔
を
知
る
貴
重
な
史
料

と
思
わ
れ
る
の
で
、

M

三
千
代
さ
ん
の
ご
遺
族
の
了
承
を
い
た
だ
い
て
公

表
さ
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
な
お
、
手
紙
の
後
半
部
分
は
消
失
し
て

い
る
こ
と
と
、
公
表
に
あ
た
り
表
現
を
や
や
修
正
し
た
こ
と
を
お
こ
と
わ
り

し
て
お
く
。

拝
啓

空
梅
雨
と
は
い
え
、
沖
縄
も
本
州
と
同
じ
よ
う
に
蒸
し
暑
い
日
々
で
す
ね
。

〈
中
略
〉

こ
の
琉
球
舞
踊
を
観
終
わ
っ
て
、
ど
う
し
て
今
回
の
旅
行
に
は
、
修
学
旅
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行
で
の
イ
ヴ
エ
ン
ト
に
あ
り
が
ち
な
「
子
ど
も
編
し
」
が
皆
無
で
、
次
か
ら

次
へ
と
本
物
が
出
て
く
る
の
か
、
実
に
不
思
議
で
し
た
。
こ
の
琉
球
舞
踊
も

日
々
の
厳
し
い
修
業
に
支
え
ら
れ
た
ま
さ
に
生
き
た
芸
術
品
で
し
た
し
、
昨

日
沖
縄
戦
の
体
験
を
話
し
て
く
だ
さ
っ
た
方
も
臼
年
前
に
実
際
に
地
獄
を

か
い
く
ぐ
っ
て
こ
ら
れ
た
方
で
し
た
。
そ
し
て
ガ
イ
ド
さ
ん
ご
自
身
が
、
県

外
か
ら
の
来
訪
者
に
沖
縄
の
心
を
伝
え
た
い
と
強
く
思
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ

る
こ
と
が
胸
に
響
き
ま
し
た
。
修
学
旅
行
や
遠
足
な
ど
で
今
ま
で
に
も
多
く

の
ガ
イ
ド
さ
ん
に
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
が
、
今
回
ほ
ど
ガ
イ
ド
さ
ん
ご
自

身
が
自
分
の
気
持
ち
を
熱
く
語
っ
て
く
だ
さ
っ
た
こ
と
は
初
め
て
で
す
。
今

で
も
沖
縄
で
「
な
な
・
さ
ん
・
ま
る
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
、
七
月
三
十
日
午

前
六
時
に
突
然
車
が
道
路
の
左
を
走
り
、
歩
行
者
は
右
側
を
歩
く
よ
う
に
な

り
、
そ
れ
ま
で
逆
の
生
活
を
し
て
い
た
沖
縄
県
民
は
大
い
に
と
ま
ど
っ
た
と

い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
嘉
手
納
基
地
を
指
さ
し
な
が
ら
、
こ
の
巨
大
な
基
地

の
住
所
は
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
州
で
、
光
熱
費
な
ど
は
全
額
日
本
国
民
の
税
金

で
ま
か
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
お
話
、
今
走
っ
て
い
る
こ
の
道
路
の
下
に
も

不
発
弾
が
残
っ
て
お
り
、
沖
縄
全
土
か
ら
不
発
弾
を
す
べ
て
撤
去
す
る
に
は

今
後
六
十
年
は
か
か
る
と
い
う
お
話
か
ら
は
、
沖
縄
の
現
状
に
対
す
る
ガ
イ

ド
さ
ん
ご
自
身
の
悲
憤
が
感
じ
ら
れ
ま
し
た
。
給
料
を
得
る
た
め
の
ピ
ジ
、
ネ

ス
に
と
ど
ま
ら
ず
、
何
か
使
命
感
の
よ
う
な
も
の
を
背
負
っ
て
案
内
し
て
く

だ
さ
る
お
姿
は
、
生
徒
の
絢
に
も
届
い
た
こ
と
と
も
い
ま
す
。

こ
ん
な
素
晴
ら
し
い
ガ
イ
ド
さ
ん
に
、
私
の
個
人
的
な
気
持
ち
を
‘
お
伝
え

し
た
い
と
思
い
、
今
日
は
こ
の
手
紙
を

（
手
紙
は
こ
こ
で
、
残
り
を
破
ら
れ
た
よ
う
に
終
わ
っ
て
い
る
。

C
教
諭
が

破
っ
た
の
か
、

M
．
三
千
代
さ
ん
が
破
っ
た
の
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
無
残

な
破
れ
方
に
、
激
し
い
感
情
が
読
み
取
れ
る
。

こ
の
手
紙
が
物
語
る
よ
う
に
、
こ
の
こ
ろ
の

C
教
諭
は
、
ご
く
ご
く
常
識

的
な
人
物
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
彼
が
生
前
（
と
い
う
よ
り
も
「
覚
醒
」

H
発

狂
の
前
に
）
愛
唱
し
て
い
た
石
川
啄
木
の
詩
を
こ
こ
に
書
き
留
め
、
尚
志
王

せ
ん
し
よ
う

を
僧
称
す
る
（
自
分
の
身
分
よ
り
高
い
称
号
を
勝
手
に
名
乗
る
こ
と
）
前

の
C
の
素
顔
へ
の
墓
碑
銘
と
し
た
い
。

考
C
制
付性

な
り
し
友
の

ひ
ょ
う
き
ん

剰
軽
の

死
に
顔
の

車
円
き
疲
れ
が

今
も
目
に
あ
り

三
日
間
の
旅
程
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
一
日
ず
つ
の
出
来
事
に
つ
い
て
そ
れ

ぞ
れ
に
異
な
る
ス
タ
イ
ル
で
文
章
例
を
書
い
て
示
し
た
。
け
れ
ど
も
、
こ
こ
に

掲
げ
た
も
の
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
生
徒
た
ち
が
常
識
的
に
考
え
て
い

る
「
作
文
」
の
文
章
と
は
あ
ま
り
に
異
な
っ
て
い
た
た
め
、
生
徒
は
私
の
文
章

例
に
触
発
さ
れ
る
こ
と
も
ま
ね
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
こ
の
実
践
は
、
こ
れ
ら

の
文
章
例
を
「
修
学
の
作
文
を
書
く
た
め
の
手
び
き
」
プ
リ
ン
ト
と
と
も
に
印

刷
し
て
配
布
し
た
だ
け
な
の
で
、
提
示
す
る
方
法
な
ど
を
反
省
す
る
機
会
に

な
っ
た
。
（
後
の
記
一
第
臼
回
広
島
大
学
国
語
教
育
学
会
で
の
質
疑
応
答
の
中

で
、
こ
の
文
章
例
と
一
緒
に
生
徒
に
配
布
し
た
「
手
び
き
」
で
指
示
し
た
書
き

方
に
従
っ
て
で
き
あ
が
る
文
章
と
、
こ
の
文
章
例
と
の
間
の
大
き
な
希
離
に
つ

い
て
指
摘
し
て
い
た
だ
い
た
。
「
手
ぴ
き
」
な
ど
の
書
き
方
指
導
と
補
完
し
合

う
文
章
例
を
作
製
す
る
必
要
を
思
い
知
る
こ
と
が
で
き
た
o
）
文
章
を
書
く
こ

と
を
楽
し
め
る
、
楽
し
み
な
が
ら
文
章
を
書
く
と
い
う
経
験
を
さ
せ
た
く
て
こ

の
よ
う
な
も
の
を
書
い
た
の
だ
が
、
今
後
は
反
省
点
を
改
善
し
て
次
回
に
役
立
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て
た
い
と
思
っ
て
い
る
。

五
、
実
践
の
反
省
と
今
後
の
展
望

（1
）
得
ら
れ
た
も
の

本
年
度
一
学
期
「
国
語
総
合
」
（
古
典
分
野
）
で
は
、
「
児
の
そ
ら
寝
」
（
「
宇

治
拾
遺
物
語
」
）
、
「
検
非
違
使
忠
明
の
こ
と
」
（
「
宇
治
拾
遺
物
語
」
）
、
「
芥
川
」

（
「
伊
勢
物
語
」
）
、
「
東
下
り
」
（
「
伊
勢
物
語
」
）
を
こ
の
順
で
扱
っ
た
。
前
述
の

よ
う
に
「
児
の
そ
ら
寝
」
と
「
検
非
違
使
忠
明
の
こ
と
」
に
つ
い
て
は
「
訳
」

を
提
示
し
た
の
だ
が
、
「
芥
川
」
で
は
そ
れ
が
作
成
で
き
な
か
っ
た
。
す
る
と

生
徒
か
ら
は
「
訳
」
は
な
い
の
か
と
い
う
催
促
を
受
け
た
。
お
も
し
ろ
が
っ
て

読
ん
で
く
れ
て
い
る
様
子
に
、
生
徒
を
学
習
へ
誘
う
た
め
に
「
書
き
下
ろ
し
補

助
学
習
材
」
は
有
効
で
あ
っ
た
と
感
じ
ら
れ
た
。
た
と
え
名
文
で
な
く
て
も
目

の
前
の
教
師
（
「
私
の
先
生
」
）
が
自
ら
の
肉
を
裂
き
血
で
書
い
た
よ
う
な
文
章

に
は
、
既
製
品
の
学
習
材
と
は
違
う
「
力
」
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、

そ
の
「
力
」
を
発
動
さ
せ
る
に
は
、
学
習
者
の
興
味
・
関
心
、
知
的
レ
ヴ
ェ
ル

の
見
極
め
と
そ
れ
に
合
わ
せ
た
活
用
方
法
の
く
ふ
う
が
必
要
で
あ
る
。

（2
）
残
さ
れ
た
も
の

ど
の
「
書
き
下
ろ
し
補
助
学
習
材
」
も
行
き
当
た
り
ば
っ
た
り
で
作
成
し
て

提
示
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
文
章
を
用
い
た
学
習
を
学
習
指

導
計
画
の
中
に
ど
う
位
置
づ
け
、
ど
う
い
う
方
法
で
活
用
し
、
ど
う
い
う
学
習

活
動
を
組
織
す
る
の
か
を
見
通
し
た
系
統
的
な
指
導
計
画
を
考
え
て
か
ら
補
助

学
習
材
を
作
成
し
実
践
を
始
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
授
業
が
展

開
で
き
る
よ
う
に
な
る
こ
と
を
目
指
し
つ
つ
も
、
ま
だ
そ
こ
ま
で
の
力
量
の
な

い
私
と
し
て
は
、
補
助
学
習
材
に
つ
い
て
、
「
何
を
ど
う
書
く
か
」
と
と
も
に

「
ど
の
よ
う
に
生
徒
に
一
不
し
、
ど
う
活
用
す
る
か
」
を
考
え
る
と
こ
ろ
か
ら
、

次
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
い
き
た
い
。

｛
お
願
い
｝
紙
幅
の
関
係
で
「
書
き
下
ろ
し
補
助
学
習
材
」
の
全
文
を
掲
載
で

き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ご
請
求
く
だ
さ
る
と
う
れ
し
い
で
す
。

（
愛
知
県
立
西
春
高
等
学
校
）
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