
う
ち
に
一
度
は
目
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
状
況
に
あ

る
。
こ
れ
は
、
狂
言
が
能
に
比
べ
て
、
平
易
で
理
解
し

や
す
い
こ
と
や
、
野
村
萬
斎
の
よ
う
に
一
般
に
も
広
く

知
ら
れ
た
狂
言
師
の
存
在
が
影
響
し
て
い
よ
う
２

。

　

こ
う
し
た
状
況
を
受
け
、
筆
者
は
、
国
語
教
材
と
し

て
の
狂
言
の
可
能
性
を
探
る
べ
く
、
科
学
研
究
費
補
助

金
（
奨
励
研
究
・JP22H04002

）
の
助
成
を
受
け
、

『
実
用
的
狂
言
会
話
集
』
と
題
す
る
冊
子
の
作
成
に
取

り
組
ん
だ
。
以
下
で
、
そ
の
概
要
を
紹
介
し
た
い
。

一
、
狂
言
を
教
材
と
す
る
こ
と
の
意
義

　

狂
言
は
室
町
時
代
に
大
成
さ
れ
た
能
と
同
時
期
に
成

立
し
、
能
と
と
も
に
演
じ
ら
れ
る
。
能
に
比
べ
上
演
時

間
や
人
数
の
規
模
が
小
さ
く
、
内
容
が
平
易
で
、
滑
稽

な
も
の
が
多
い
た
め
、
初
め
て
見
る
人
で
も
分
か
り
や

す
い
の
が
特
徴
で
あ
る
。

　

ま
た
、
能
が
節
（
メ
ロ
デ
ィ
ー
）
の
あ
る
謡
を
中
心

と
す
る
の
に
対
し
、
狂
言
は
通
常
の
演
劇
や
ド
ラ
マ
と

同
じ
よ
う
に
セ
リ
フ
が
中
心
で
あ
る
。
発
声
も
大
げ
さ

に
誇
張
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
、
能
に
比
べ
て
聞
き
と

り
や
す
い
と
い
え
る
。

　

２

０

０

６

年
の
教
育
基
本
法
改
正
以
後
、
伝
統
文
化

に
関
す
る
教
育
の
充
実
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
方
針
は
、
現
行
学
習
指
導
要
領
に
お
い
て
も
継
続

さ
れ
て
お
り
、
国
語
科
で
は
、
小
学
校
高
学
年
か
ら

「
古
典
」
に
親
し
み
、
学
ぶ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

な
か
で
も
、
能
・
狂
言
は
、
古
典
芸
能
の
代
表
的
ジ
ャ

ン
ル
の
一
つ
と
さ
れ
、
各
段
階
に
お
い
て
学
ぶ
べ
き
教

材
と
し
て
選
出
さ
れ
て
い
る
１

。
大
幅
に
刷
新
さ
れ
た

高
等
学
校
の
国
語
に
お
い
て
も
、
新
設
さ
れ
た
「
言
語

文
化
」「
文
学
国
語
」「
古
典
探
究
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
教

材
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
実
際
の
国
語
教
科
書
に
お
け
る
採
録
状
況

は
芳
し
い
も
の
で
は
な
い
。『
風
姿
花
伝
』
な
ど
の
能

楽
論
や
、
コ
ラ
ム
や
付
録
で
付
随
的
に
取
り
扱
わ
れ
る

場
合
を
除
け
ば
、
能
の
作
品
（
謡
曲
）
が
国
語
教
科
書

に
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

こ
れ
に
対
し
、
狂
言
は
、『
附
子
』『
柿
山
伏
』『
盆

山
』
な
ど
が
、
小
学
校
高
学
年
や
中
学
校
の
教
科
書
に

掲
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
作
品
を
実
際
に
授
業
で

扱
う
か
ど
う
か
は
、
担
当
教
員
の
裁
量
に
よ
る
も
の
の
、

少
な
く
と
も
教
科
書
の
レ
ベ
ル
で
は
、
小
・
中
学
生
の

国
語
教
材
と
し
て
の
狂
言
の
可
能
性

―
『
実
用
的
狂
言
会
話
集
』
の
作
成
を
め
ぐ
っ
て
　
名
古
屋
中
学
・
高
等
学
校
　
佐
藤
　
和
道

能・狂言の相違点３

上演時間 上演人数 スタイル 仮面（能面）の
使用

能 60～120分 15名～20名
（地謡・囃子を
含む）

音楽劇
（歌舞劇）

現実の男性の役
を除き原則使用

狂言 20～30分 ２～３名
（10名弱が登場
するものもあ
る）

セリフ劇 神・鬼・老人・
女などの役を除
き原則不使用
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の
で
あ
る
。

　

例
え
ば
、「
１　

名
乗
り
」
は
、

・
こ
の
あ
た
り
の
も
の
で
ご
ざ
る
。

・
大
果
報
の
者
で
ご
ざ
る
。

・
は
る
か
遠
国
の
大
名
。

・
こ
の
寺
の
住
持
で
ご
ざ
る
。

・
と
こ
ろ
の
山
伏
で
す
。

・
こ
こ
ろ
の
す
ぐ
に
な
い
も
の
で
ご
ざ
る
。

の
よ
う
に
、
狂
言
で
登
場
す
る
様
々
な
役
柄
が
最
初
に

述
べ
る
、「
名
乗
り
」
と
い
う
セ
リ
フ
を
掲
載
し
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
セ
リ
フ
の
後
に
、
以
下
の
よ
う
な
【
練

習
】
を
付
し
て
い
る
。

【
練
習
】

に
自
分
の
名
前
を
入
れ
て
み
よ
う
。

・
こ
れ
は
、
こ
の
あ
た
り
に
住
ま
い
い
た
す

と
申

す
も
の
で
ご
ざ
る
。

　
（
私
は
こ
の
辺
に
住
ん
で
い
る

と
い
う
人
で

す
。）

　

本
単
元
で
は
、
狂
言
の
発
音
・
セ
リ
フ
の
特
徴
を
学

ん
だ
後
、
そ
れ
を
使
っ
て
自
己
紹
介
を
す
る
こ
と
を
目

標
と
し
て
い
る
。

　

中
盤
の
「
５

」
以
降
は
、
実
際
の
狂
言
の
演
目
か
ら
、

単
元
に
応
じ
た
場
面
の
セ
リ
フ
を
抜
粋
し
て
掲
載
す
る
。

例
え
ば
、「
７  

買
い
物
」
は
、
狂
言
『
末
広
が
り
』

の
太
郎
冠
者
が
買
い
物
に
行
く
場
面
で
あ
る
。

　

狂
言
『
末
広
が
り
』
は
、「
末
広
が
り
（
扇
）」
を
買

い
に
行
く
よ
う
に
頼
ま
れ
た
太
郎
冠
者
が
、
そ
れ
が
何

か
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
使
い
に
出
た
た
め
に
、
都
の
す

っ
ぱ
（
詐
欺
師
）
に
だ
ま
さ
れ
て
、
古
い
傘
を
買
わ
さ

新
た
な
会
話
を
創
作
す
る
部
分
（【
練
習
】）
を
設
け
て

い
る
。
こ
れ
に
は
、
古
典
芸
能
で
あ
る
狂
言
が
、
現
代

に
通
じ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
も
ら
い
た
い

と
い
う
ね
ら
い
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
実
際
の
狂
言
の
発
音
を
再
現
す
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
、
和
泉
流
狂
言
師
の
鹿
島
俊
裕
師
に
協

力
を
仰
ぎ
、
会
話
集
に
掲
載
し
た
セ
リ
フ
の
模
範
音

声
・
演
技
を
収
録
し
た
６

。
こ
れ
ら
は
、
各
単
元
冒
頭

に
掲
載
し
た
二
次
元
コ
ー
ド
を
通
じ
て
再
生
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

三
、
本
書
の
構
成
・
内
容

　

本
書
は
以
下
の
よ
う
な
構
成
か
ら
な
る
。

　

１　

名
乗
り
（
自
己
紹
介
）

　

２　

あ
い
さ
つ

　

３　

笑
う
・
泣
く
・
怒
る

　

４　

で
か
け
る
・
帰
る

　

５　

食
べ
る
・
飲
む　
　
　
　
（『
附
子
』
ほ
か
）

　

６　

眠
る 

（『
蝸
牛
』）

　

７　

買
い
物 

（『
末
広
が
り
』）

　

８　

出
か
け
る
（
２

） 

（『
福
の
神
』）

　

９　

勉
強 
（『
伊
呂
波
』）

　

10　

病
気
・
怪
我 
（『
雷
』）

　

11　

応
用

　

こ
の
う
ち
１

〜
４

は
、
特
定
の
演
目
で
は
な
く
、
狂

言
で
広
く
使
わ
れ
る
表
現
を
単
元
ご
と
に
配
置
し
た
も

　

現
存
す
る
最
古
の
狂
言
台
本
は
、
安
土
桃
山
時
代
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
現
在
上
演
に
使

わ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
こ
か
ら
改
変
を
経
た
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
も
、
狂
言
の
芸
は
、
原
則
と
し
て
師
匠

か
ら
弟
子
へ
口
頭
で
伝
承
さ
れ
て
き
た
た
め
、
中
世
に

実
際
に
話
さ
れ
て
い
た
庶
民
の
会
話
が
、
あ
る
程
度
当

時
に
近
い
形
で
保
存
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
４

。

教
科
書
で
お
な
じ
み
の
『
源
氏
物
語
』
や
『
枕
草
子
』

『
徒
然
草
』
な
ど
が
、
い
ず
れ
も
書
き
言
葉
で
あ
る
の

に
対
し
、
狂
言
の
台
本
は
、
記
録
と
し
て
残
す
こ
と
が

難
し
い
、
当
時
の
話
し
言
葉
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
貴

重
な
資
料
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
狂
言
は
、

日
本
の
言
語
文
化
の
豊
か
さ
を
学
ぶ
上
で
、
格
好
の
教

材
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

二
、『
実
用
的
狂
言
会
話
集
』作
成
の
コ
ン
セ
プ
ト

　

狂
言
は
、
能
に
比
べ
れ
ば
短
い
と
は
い
え
、
一
曲
の

セ
リ
フ
を
全
文
掲
載
す
る
と
、
か
な
り
の
分
量
に
な
る
。

現
行
の
国
語
教
科
書
の
中
に
は
、
全
文
を
掲
載
せ
ず
、

オ
チ
に
あ
た
る
結
末
部
を
資
料
編
に
別
載
す
る
な
ど
の

工
夫
を
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
５

。

　

そ
こ
で
本
会
話
集
で
も
、
狂
言
特
有
の
言
い
回
し
や
、

特
徴
的
な
や
り
と
り
を
中
心
に
、
抜
粋
し
て
掲
載
す
る

こ
と
と
し
た
。
ま
た
、
書
名
に
「
実
用
的
」
と
冠
し
た

よ
う
に
、
な
る
べ
く
現
代
の
私
た
ち
が
日
常
生
活
の
中

で
出
会
う
場
面
を
想
定
し
、
そ
れ
に
近
い
場
面
を
選
ぶ

よ
う
心
が
け
た
。
加
え
て
、
各
単
元
の
末
尾
に
は
、
セ

リ
フ
の
一
部
を
別
の
単
語
に
置
き
換
え
る
な
ど
し
て
、
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せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、「
11  

応
用
」
で
は
、
こ
こ
ま
で
の
単
元

で
学
ん
だ
様
々
な
会
話
を
組
み
合
わ
せ
て
新
た
に
創
作

し
た
例
を
示
し
て
い
る
。
例
え
ば
、「
６  

眠
る
」
で

示
し
た
山
伏
が
目
を
覚
ま
す
場
面
（『
蝸
牛
』）、「
４  

で
か
け
る
」
に
お
け
る
客
と
主
人
と
の
応
対
の
場
面

（
該
当
作
多
数
）、「
８  

出
か
け
る
（
２

）」
の
道
行

（
あ
る
場
所
か
ら
あ
る
場
所
へ
の
移
動
、『
福
の
神
』）

の
セ
リ
フ
を
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
朝
起
き
た
生
徒

が
、
迎
え
に
来
た
友
達
と
一
緒
に
学
校
へ
行
く
と
い
う

場
面
を
作
り
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

Ａ
：
ム
、
ム
、
ム
、
ム
ー
ウ
、
よ
う
寝
た
こ
と
か
な
。

Ｂ
：
も
の
も
う
。
案
内
も
う
。

Ａ
：
い
や
表
に
案
内
が
あ
る
。
案
内
と
は
誰
そ
。

Ｂ
：
私
で
ご
ざ
る
。

Ａ
：
え
い
、
太
郎
く
ん
。
何
と
し
て
来
た
。

Ｂ
：
学
校
へ
参
り
ま
す
ま
い
か
。

Ａ
：
よ
う
ご
ざ
ろ
う
。

Ｂ
：
い
ざ
ご
ざ
れ
。

Ａ
：
私
か
ら
参
り
ま
し
ょ
う
か
。

Ｂ
：
一
段
と
よ
う
ご
ざ
ろ
う
。

Ａ
：
ま
こ
と
に
、
か
よ
う
に
毎
日
毎
日
相
変
わ
ら
ず
、

息
災
で
ご
同
道
申
す
と
言
う
は
、
め
で
た
い
事
で

は
ご
ざ
ら
ぬ
か
。

Ｂ
：
言
わ
せ
ら
る
る
通
り
、
こ
の
よ
う
な
喜
ば
し
い
事

は
ご
ざ
ら
ぬ
。

Ａ
：
い
や
、
何
か
と
言
う
う
ち
に
学
校
で
ご
ざ
る
。

Ｂ
：
ま
こ
と
に
学
校
で
ご
ざ
る
。

で
す
か
。

亭
主（
す
っ
ぱ
）： 

そ
の
通
り
で
す
。

太
郎
冠
者　
　

： 

そ
れ
な
ら
よ
か
っ
た
。
末
広
が
り
が

買
い
た
い
で
す
。
見
せ
て
く
だ
さ
い
。

亭
主（
す
っ
ぱ
）： 

見
せ
て
や
る
か
ら
、
し
ば
ら
く
そ
こ

で
待
ち
な
さ
い
。

　

本
単
元
の
【
練
習
】
で
は
、
会
話
の
中
の
「
末
広
が

り
」
を
自
分
の
欲
し
い
も
の
に
置
き
換
え
て
、
買
い
物

の
や
り
と
り
を
演
じ
る
こ
と
を
課
し
て
い
る
。
例
え
ば
、

「
末
広
が
り
」
を
「
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
」
に
変
え
れ
ば
、

以
下
の
よ
う
な
会
話
に
な
る
。

Ａ
：
し
し
申
し
、
そ
こ
も
と
に
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
屋
は
ご

ざ
ら
ぬ
か
。
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
が
求
め
と
う
ご
ざ
る
。

ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
買
お
う
、
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
買
い
す
。

Ｂ
：
洛
中
に
人
多
し
と
は
言
え
ど
も
、
そ
な
た
の
お
尋

に
ゃ
る
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
屋
の
亭
主
は
、
み
ど
も
一

人
で
お
り
ゃ
る
。

Ａ
：
や
、
あ
の
、
こ
な
た
が
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
屋
の
御
亭

主
で
ご
ざ
る
か
。

Ｂ
：
な
か
な
か
。

Ａ
：
す
れ
ば
み
ど
も
は
幸
せ
者
で
ご
ざ
る
。
そ
う
あ
ら

ば
そ
の
ハ
ン
バ
ー
ガ
ー
が
求
め
と
う
ご
ざ
る
。
見

せ
て
く
だ
さ
れ
。

　

実
際
に
生
徒
に
実
践
し
て
も
ら
っ
た
と
こ
ろ
、「
プ

レ
ス
テ
」
や
「
ア
ッ
プ
ル
ウ
ォ
ッ
チ
」
な
ど
、
通
常
の

狂
言
に
は
登
場
し
な
い
よ
う
な
品
物
が
多
く
あ
げ
ら
れ

た
。
こ
の
よ
う
に
、
一
見
す
る
と
狂
言
と
は
相
容
れ
な

い
よ
う
な
品
物
で
あ
っ
て
も
、
十
分
に
会
話
を
成
立
さ

れ
て
し
ま
う
と
い
う
筋
で
あ
る
。
以
下
に
掲
げ
る
の
は
、

都
に
出
た
太
郎
冠
者
と
末
広
が
り
屋
の
亭
主
を
名
乗
る

す
っ
ぱ
の
会
話
で
あ
る
。

太
郎
冠
者　
　

： 

し
し
申
し
、
そ
こ
も
と
に
末
広
が
り

屋
は
ご
ざ
ら
ぬ
か
。
末
広
が
り
が
求

め
と
う
ご
ざ
る
。
末
広
が
り
買
お
う
、

末
広
が
り
買
い
す
。

亭
主（
す
っ
ぱ
）： 

洛
中
に
人
多
し
と
は
言
え
ど
も
、
そ

な
た
の
お
尋
に
ゃ
る
末
広
が
り
屋
の

亭
主
は
、
み
ど
も
一
人
で
お
り
ゃ
る
。

太
郎
冠
者　
　

： 

や
、
あ
の
、
こ
な
た
が
末
広
が
り
屋

の
御
亭
主
で
ご
ざ
る
か
。

亭
主（
す
っ
ぱ
）：
な
か
な
か
。

太
郎
冠
者　
　

： 

す
れ
ば
み
ど
も
は
幸
せ
者
で
ご
ざ
る
。

そ
う
あ
ら
ば
そ
の
末
広
が
り
が
求
め

と
う
ご
ざ
る
。
見
せ
て
く
だ
さ
れ
。

亭
主（
す
っ
ぱ
）： 

お
っ
つ
け
見
し
ょ
う
。
し
ば
ら
く
そ

れ
に
お
待
ち
ゃ
れ
。

（
現
代
語
訳
）

太
郎
冠
者　
　

： 

も
し
も
し
こ
の
あ
た
り
に
末
広
が
り

屋
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
末
広
が
り
が

買
い
た
い
で
す
。
末
広
が
り
を
買
い

ま
し
ょ
う
。

亭
主（
す
っ
ぱ
）： 

都
に
は
大
勢
の
人
が
い
ま
す
が
、
あ

な
た
の
探
し
て
い
る
末
広
が
り
屋
は

私
一
人
で
す
。

太
郎
冠
者　
　

： 

お
や
。
あ
な
た
が
末
広
が
り
屋
さ
ん
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１

小
学
校
・
中
学
校
・
高
等
学
校
の
『
学
習
指
導
要
領
解
説 

国

語
編
』（
文
部
科
学
省
、
２

０

１

７

年
・
２

０

１

８

年
）
に
よ

る
。

２

野
村
萬
斎
（
狂
言
方
和
泉
流
、
万
作
の
会
所
属
）
は
国
語
科
・

音
楽
科
な
ど
、
伝
統
芸
能
を
扱
う
科
目
に
お
い
て
し
ば
し
ば
取

り
上
げ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
認
知
度
の
高
さ
が
う
か
が
え
る
。

３

上
演
時
間
・
人
数
等
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、
全
て
の
作
品

に
当
て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。

４

坂
本
清
恵
「
狂
言
の
音
声
復
元
」（『
能
と
狂
言
』
５

号
、
ぺ
り

か
ん
社
、
２

０

０

７

年
）。

５『
み
ん
な
と
学
ぶ 

小
学
校
国
語  

六
年
下
』
学
校
図
書
出
版
、

２

０

２

０

年
。

６

和
泉
流
狂
言
共
同
社
所
属
。
１

９

９

５

年
初
舞
台
。
２

０

１

９

年
『
釣
狐
』
初
演
。
２

０

２

１

年
、
名
古
屋
市
芸
術
創
造
賞
受

賞
。
な
お
本
冊
子
掲
載
の
台
本
は
、
鹿
島
師
の
所
属
す
る
狂
言

共
同
社
の
も
の
に
準
じ
た
。

７『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
（
平
成
30
年
告
示
）
解
説 

国
語

編
』
文
部
科
学
省
、
２

０

１

８

年
。

で
あ
れ
ば
、
誘
い
を
断
る
意
味
を
表
す
こ
と
に
も
な

る
。
こ
の
よ
う
に
、
話
し
手
と
聞
き
手
の
状
況
や
場

面
が
、
文
脈
を
作
り
、
そ
の
文
脈
が
話
の
意
味
を
異

な
る
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
狂
言

や
落
語
な
ど
に
は
、
文
脈
に
よ
る
文
の
意
味
の
取
り

違
え
を
モ
チ
ー
フ
と
し
た
笑
い
の
言
語
文
化
と
し
て

成
立
し
て
い
る
も
の
も
あ
る
７

。

　

右
の
指
摘
は
、
狂
言
や
落
語
に
み
ら
れ
る
「
文
脈
の

取
り
違
え
」
と
い
っ
た
要
素
が
、
現
代
の
私
た
ち
の
会

話
の
中
に
も
息
づ
い
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
も
の
で
あ

る
。「
言
語
文
化
」
は
、
古
典
と
近
代
以
降
の
文
章
を

横
断
的
に
学
習
す
る
こ
と
で
、
両
者
が
隔
絶
し
た
存
在

で
は
な
い
こ
と
を
理
解
し
、
言
語
文
化
を
継
承
す
る
担

い
手
を
育
成
す
る
意
図
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
狂
言

は
、
現
代
社
会
に
通
じ
る
側
面
が
多
く
、
そ
の
意
味
で

は
、
国
語
教
材
と
し
て
の
可
能
性
を
大
い
に
秘
め
た
存

在
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

な
お
、『
実
用
的
狂
言
会
話
集
』
は
、
Ｐ
Ｄ
Ｆ
デ
ー

タ
を
以
下
に
掲
載
し
た
二
次
元
コ
ー
ド
の
リ
ン
ク
先
か

ら
自
由
に
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
リ
ン

ク
先
は
、researachmap.jp

）。
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
で

ご
活
用
い
た
だ
き
、
実
践
例
や
改
善
点
な
ど
を
ご
教
示

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

　

右
の
会
話
例
は
、
傍
線
を
引
い
た
部
分
（
太
郎
く

ん
・
学
校
）
以
外
は
、
も
と
も
と
あ
る
狂
言
の
セ
リ
フ

を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
最
小
限
の
改

変
で
あ
っ
て
も
、
組
み
合
わ
せ
次
第
で
新
し
い
会
話
を

創
作
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

四
、
本
書
を
用
い
た
学
習
方
法

　

本
書
は
、
小
学
校
高
学
年
か
ら
高
校
生
ま
で
の
幅
広

い
学
習
層
を
想
定
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
小
学
校
高

学
年
で
あ
れ
ば
、「
１

〜
４

」
の
短
文
を
練
習
し
、
友

達
同
士
で
、
自
己
紹
介
や
挨
拶
な
ど
を
す
る
活
動
が
中

心
に
な
る
だ
ろ
う
。
中
学
生
で
あ
れ
ば
、
５

以
降
の
比

較
的
長
い
会
話
を
扱
う
こ
と
も
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。

さ
ら
に
、
高
校
生
で
あ
れ
ば
、
狂
言
風
の
寸
劇
（
コ
ン

ト
）
創
作
に
挑
戦
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
本
書
に
掲
載

し
た
場
面
だ
け
で
は
限
り
が
あ
る
が
、
単
元
に
示
さ
れ

た
会
話
を
参
考
に
し
て
、
自
分
た
ち
で
新
し
い
場
面
を

創
作
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
簡
単
な
演
劇
に
ま
で
発

展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　
『
高
等
学
校
学
習
指
導
要
領
解
説 

国
語
編
』
の
「
言

語
文
化
」
に
は
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
え
る
。

　

例
え
ば
、「
明
日
は
試
験
だ
。」
と
い
う
発
話
は
、

「
明
日
、
何
か
予
定
あ
る
の
。」
と
い
う
相
手
の
発
話

に
対
す
る
回
答
で
あ
れ
ば
、
明
日
試
験
が
あ
る
と
い

う
事
実
を
意
味
し
て
い
る
が
、「
今
夜
、
映
画
を
見

に
行
こ
う
。」
と
い
う
相
手
の
誘
い
に
対
す
る
回
答

実用的狂言会話集
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