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こ
の
実
習
は
毎
年
演
劇
学
研
究
室
が
行
っ
て
い
る
も
の
で
、
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル

の
作
品
を
四
～
五
本
観
劇
す
る
授
業
で
あ
る
。学
部
生
か
ら
院
生
ま
で
が
参
加
し
、

受
講
者
は
事
前
の
予
習
、
観
劇
後
に
レ
ポ
ー
ト
提
出
を
行
う
。（
観
劇
し
た
演
目

は
「
研
究
室
の
窓
」
に
掲
載
）
掲
載
し
た
五
本
の
観
劇
評
は
、
令
和
二
年
度
観
劇

実
習
に
お
け
る
学
生
レ
ポ
ー
ト
か
ら
選
ば
れ
た
。

　

観
劇
レ
ポ
ー
ト
が
い
わ
ゆ
る
一
般
的
な
劇
評
と
異
な
る
の
は
、
受
講
生
が
必
ず

し
も
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
精
通
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
だ
。
し
か
し
こ
の
授

業
に
お
い
て
必
要
な
の
は
、
む
し
ろ
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
に
接
触
し
た
時
に
感
じ
る

新
鮮
な
驚
き
や
違
和
感
を
丹
念
に
言
語
化
す
る
作
業
で
あ
る
。
各
ジ
ャ
ン
ル
は
と

も
す
れ
ば
蛸
壺
化
し
が
ち
だ
が
、
受
講
生
の
レ
ポ
ー
ト
は
そ
の
よ
う
な
問
題
に
取

り
組
む
う
え
で
示
唆
に
富
む
意
見
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
学
生
た
ち
の
率
直
な
意

見
か
ら
研
究
室
の
日
頃
の
取
り
組
み
が
伝
わ
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

ピ
ッ
コ
ロ
劇
団
第
68
回
公
演
『
ホ
ク
ロ
の
あ
る
左
足
』（
令
和
二

年
10
月
4
日
・
ピ
ッ
コ
ロ
シ
ア
タ
ー　

大
ホ
ー
ル
）

瀧
尻 

浩
士

　

作
者
を
知
ら
ず
に
観
て
も
、
別
役
実
の
劇
だ
と
わ
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
別
役
と

い
え
ば
、
彼
の
『
マ
ッ
チ
売
り
の
少
女
』
や
『
象
』
な
ど
に
初
め
て
触
れ
た
と
き

の
衝
撃
が
強
く
、
そ
の
印
象
が
劇
作
家
別
役
実
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
ず
っ
と
定
着

し
て
い
た
の
で
、
こ
の
上
演
は
意
外
な
感
じ
を
受
け
た
。

　

こ
の
上
演
を
観
て
別
役
臭
を
感
じ
な
か
っ
た
の
は
、
な
ぜ
か
。
戯
曲
部
分
だ
け

で
な
く
、
演
出
を
含
め
た
ひ
と
つ
の
上
演
と
し
て
、
本
公
演
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
ま
ず
設
定
部
分
を
み
る
と
、
初
期
別
役
作
品
の
よ
う
に
、
男
１
、
女
１
な

ど
登
場
人
物
名
が
抽
象
化
さ
れ
て
お
ら
ず
、
サ
ブ
ロ
ー
や
サ
ナ
エ
な
ど
役
名
が
与

え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
ド
ラ
マ
を
通
じ
て
、別
役
作
品
の
代
名
詞
た
る
「
不
条
理
」

性
が
強
く
な
く
、
比
較
的
わ
か
り
や
す
い
物
語
が
進
行
す
る
。
こ
れ
だ
け
で
も
い

わ
ゆ
る
別
役
的
な
も
の
か
ら
少
し
離
れ
た
作
品
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
た
だ
作
家

が
生
涯
同
じ
作
風
を
通
す
と
は
限
ら
な
い
し
、
一
九
九
八
年
に
ピ
ッ
コ
ロ
劇
団
へ

書
き
下
ろ
さ
れ
た
と
い
う
時
代
と
背
景
を
考
慮
す
れ
ば
、
本
作
が
若
き
別
役
が

一
九
六
〇
年
代
に
書
い
た
作
品
た
ち
と
違
っ
て
い
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

　

別
役
の
初
演
の
こ
と
ば
が
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
再
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
本
作
は
別
役
が
フ
ェ
デ
リ
コ
・
フ
ェ
リ
ー
ニ
の
映
画
『
青
春
群
像
』
に
イ

ン
ス
パ
イ
ア
さ
れ
て
書
か
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
映
画
は
五
人
の
青
年
の
く
す

ぶ
っ
た
青
春
劇
で
あ
る
。
本
作
も
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
行
き
の
願
望
を
も
っ
た
男
女

と
そ
の
幼
馴
染
み
の
若
者
た
ち
を
描
い
て
い
る
。「『
い
つ
か
ロ
ー
マ
へ
』
出
て
行

き
た
い
」
と
思
い
な
が
ら
、
近
郊
の
小
さ
な
町
で
く
す
ぶ
っ
て
い
る
青
年
の
思
い

が
、
そ
の
当
時
の
同
じ
年
頃
の
も
の
に
と
っ
て
、
共
通
の
何
か
で
あ
っ
た
か
も
し

れ
な
い
」
と
別
役
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
若
き
日
の
別
役
は
フ
ェ
リ
ー
ニ
の
映

画
の
中
に
、「
花
の
東
京
」
あ
る
い
は
「
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
」
を
求
め
る
自

分
の
姿
を
見
て
い
た
の
だ
ろ
う
。
年
月
を
経
て
、
別
役
が
今
度
は
ピ
ッ
コ
ロ
劇
団

の
若
き
役
者
た
ち
に
、
そ
の
姿
を
見
出
し
て
書
い
た
の
が
、
こ
の
作
品
な
の
か
も

し
れ
な
い
。

　

舞
台
は
、中
央
の
階
段
に
よ
り
上
下
二
層
に
分
か
れ
て
い
る
。
上
の
舞
台
に
は
、

事
故
に
よ
っ
て
頭
か
ら
突
っ
込
ん
だ
ま
ま
の
自
動
車
が
放
置
さ
れ
て
い
る
。
上
手
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奥
に
は
、
別
役
作
品
で
よ
く
見
ら
れ
る
「
電
信
柱
」
が
な
に
げ
に
主
張
し
な
が
ら

立
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
こ
れ
か
ら
別
役
実
の
世
界
へ
お
連
れ
し
ま
す
よ
」
と
、

ツ
ア
ー
ガ
イ
ド
宜
し
く
観
客
に
向
け
て
手
を
上
げ
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
奥
の
背

景
は
夕
陽
。
町
の
名
は
「
夕
陽
ヶ
丘
」
と
バ
ス
停
の
札
に
書
か
れ
て
い
る
。
ど
こ

の
町
に
も
あ
り
そ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
名
前
。
そ
し
て
そ
の
夕
景
を
見
せ
て
商
売
を

し
よ
う
と
す
る
ハ
ン
パ
も
の
の
青
年
た
ち
。
そ
う
し
て
劇
は
始
ま
る
。

　

夕
陽
を
見
せ
て
金
を
稼
ご
う
と
す
る
行
為
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
結
局
そ

れ
に
よ
っ
て
稼
ぐ
こ
と
も
な
け
れ
ば
、そ
の
あ
と
の
物
語
に
な
ん
ら
影
響
し
な
い
。

夕
陽
自
体
は
何
も
利
益
を
生
む
こ
と
は
な
い
。
夕
景
を
売
る
た
め
に
は
、
見
せ
る

た
め
の
ス
ト
ー
リ
ー
が
必
要
だ
と
彼
ら
の
ひ
と
り
は
言
う
。
夕
陽
ケ
丘
と
い
う
町

の
夕
景
な
ど
、
こ
の
町
で
一
緒
に
育
っ
て
き
た
彼
ら
に
と
っ
て
は
ご
く
あ
り
ふ
れ

た
日
常
で
、そ
れ
自
体
の
無
意
味
さ
を
一
番
知
っ
て
い
る
の
は
彼
ら
自
身
で
あ
る
。

だ
か
ら
そ
れ
を
売
る
た
め
に
は
、
物
語
が
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
こ
の

町
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
彼
ら
の
人
生
が
物
語
を
必
要
と
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら

な
い
。
そ
れ
が
こ
の
冒
頭
で
示
さ
れ
る
。

　

天
体
望
遠
鏡
で
、
そ
の
事
故
現
場
を
遠
く
か
ら
見
せ
れ
ば
、
何
か
違
う
世
界
と

し
て
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
提
案
す
る
青
年
。
そ
ん
な
彼
は
実
際
、
そ
の
望
遠

鏡
で
せ
い
ぜ
い
近
所
を
の
ぞ
き
み
す
る
こ
と
く
ら
い
し
か
で
き
な
い
。「
ホ
ク
ロ

の
あ
る
左
足
」
を
持
つ
男
が
運
命
の
人
で
あ
る
と
い
う
占
い
を
い
い
よ
う
に
利
用

し
、
そ
の
足
を
持
っ
た
男
の
子
ど
も
を
妊
娠
し
た
と
い
う
嘘
を
で
っ
ち
上
げ
て
ま

で
、「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
へ
行
こ
う
と
し
た
女
。
自
分
で
は
な
い
何
者
か
に
な
ろ
う

と
す
る
か
の
よ
う
に
、
⾧
々
と
し
た
異
国
風
の
名
前
を
名
乗
っ
て
、
ミ
ッ
キ
ー
マ

ウ
ス
の
お
面
を
被
る
そ
の
相
手
の
男
。
町
か
ら
脱
出
し
て
、
新
し
い
物
語
を
求
め

て
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
へ
行
こ
う
と
す
る
そ
ん
な
二
人
を
、
同
じ
町
で
育
っ
た
幼
馴

染
み
た
ち
は
支
え
る
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
日
常
に
そ
の
物
語
を
取
り
込
も
う
と

す
る
。

　

本
作
を
「
ト
ー
キ
ョ
ー
行
き
の
駆
け
落
ち
と
そ
れ
を
手
助
け
す
る
仲
間
た
ち
の

物
語
」
と
捉
え
る
と
陳
腐
な
ド
ラ
マ
で
終
わ
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
を
楽
し
ま
せ
る

工
夫
が
、
岩
松
了
の
演
出
に
よ
り
施
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
一
九
八
八
年
初
演
の

頃
な
ら
ま
だ
し
も
、
警
官
に
当
時
の
人
気
Ｔ
Ｖ
ド
ラ
マ
『
太
陽
に
ほ
え
ろ
！
』
の

テ
ー
マ
音
楽
を
口
ず
さ
ま
せ
た
り
、
登
場
人
物
た
ち
の
ち
ょ
っ
と
し
た
ギ
ャ
グ
や

や
り
と
り
に
も
ス
ピ
ー
ド
感
が
な
く
、
笑
い
と
し
て
は
現
代
的
で
は
な
い
。
こ
の

物
語
の
設
定
を
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
昭
和
時
代
に
お
い
た
と
し
て
も
、
岩
松
了
が

か
つ
て
参
加
し
て
い
た
八
〇
年
代
の
「
劇
団
東
京
乾
電
池
」
を
思
わ
せ
る
そ
の
笑

い
は
、
令
和
の
若
い
観
客
が
、
舞
台
の
若
者
の
心
情
と
リ
ン
ク
す
る
の
に
効
果
的

と
は
思
え
な
い
点
も
あ
っ
た
。
だ
が
劇
の
本
意
は
、
そ
う
し
た
コ
メ
デ
ィ
調
の
場

面
や
筋
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
地
元
に
く
す
ぶ
り
な
が
ら
も
何
も
変
わ
ら
な
い
日

常
に
生
き
る
若
者
の
姿
を
描
く
こ
と
に
あ
る
。

　

暴
力
団
組
員
に
追
わ
れ
て
逃
げ
て
い
た
ハ
ル
坊
（
劇
に
は
登
場
し
な
い
）
や
仲

間
に
別
れ
を
告
げ
て
ト
ー
キ
ョ
ー
に
旅
立
っ
た
は
ず
の
ミ
ッ
キ
ー
、
結
局
ふ
た
り

と
も
、
舞
台
上
に
放
置
さ
れ
た
車
の
中
で
、
死
と
い
う
結
末
を
迎
え
る
。「
こ
こ
」

を
離
れ
よ
う
と
し
た
が
、
離
れ
る
こ
と
が
で
き
ず
、
物
言
わ
ぬ
登
場
人
物
と
し
て

「
地
元
」
に
戻
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ふ
た
り
の
幼
馴
染
み
が
、
別
々
に
、

同
じ
車
の
中
で
迎
え
た
唐
突
な
死
は
、「
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
」
へ
行
こ
う
と

し
た
者
の
「
挫
折
」
で
あ
り
、
こ
の
点
に
ア
メ
リ
カ
ン
ニ
ュ
ー
シ
ネ
マ
的
な
解
釈

で
、
不
条
理
性
を
見
よ
う
と
思
え
ば
見
ら
れ
な
く
も
な
い
。
だ
が
や
は
り
本
作
は

そ
う
い
っ
た
社
会
性
や
政
治
性
を
も
っ
た
不
条
理
を
暴
い
た
劇
と
い
う
よ
り
も
、

初
期
フ
ェ
リ
ー
ニ
の
『
青
春
群
像
』
や
『
道
』
の
よ
う
な
叙
情
性
で
、
さ
ま
よ
う

若
者
の
心
を
見
つ
め
た
も
の
と
し
て
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

　
「
ト
ー
キ
ョ
ー
」
が
別
役
や
岩
松
の
時
代
と
違
っ
て
、
距
離
的
に
も
心
情
的
に
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も
遠
い
「
こ
こ
で
は
な
い
ど
こ
か
」
の
象
徴
に
な
り
に
く
く
な
っ
た
よ
う
に
思
わ

れ
る
現
代
、
も
っ
と
新
し
い
世
代
の
演
出
家
に
よ
れ
ば
、
ま
た
違
っ
た
若
者
像
が

見
ら
れ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
い
つ
の
時
代
も
、
身
近
な
も
の
に
緊
縛
さ
れ
た
閉

塞
感
と
未
知
の
も
の
へ
の
憧
憬
が
な
い
ま
ぜ
に
な
っ
て
、
そ
れ
を
打
破
す
る
た
め

の
物
語
を
必
要
と
す
る
若
者
た
ち
の
心
情
は
、
古
今
東
西
、
時
代
を
超
え
て
不
変

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
作
品
は
日
本
の
劇
作
家
と
し
て
不
条
理
劇
と
い
う
波

紋
を
起
こ
し
た
別
役
が
年
齢
を
重
ね
て
顧
み
た
、
フ
ェ
リ
ー
ニ
を
見
て
心
動
か
さ

れ
た
頃
の
若
き
日
の
自
分
へ
の
思
い
な
の
だ
ろ
う
。
ひ
と
り
の
劇
作
家
の
人
生
の

変
遷
を
み
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

こ
の
作
品
を
選
ん
だ
理
由
と
し
て
、「
あ
ま
り
観
た
こ
と
が
な
い
別
役
作
品
だ
っ

た
ね
、
と
言
っ
て
欲
し
い
か
ら
」
と
語
る
岩
松
了
の
意
図
は
、
そ
う
い
う
意
味
で

は
伝
わ
っ
た
と
い
え
る
。

　

ロ
ビ
ー
で
は
、
別
役
実
の
回
顧
展
示
が
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中
に
彼
の
言
葉
が

書
か
れ
た
色
紙
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
は
こ
う
書
い
て
あ
っ
た
。

「
林
檎
が
美
し
い
の
で
は
な
い
。
そ
れ
が
そ
こ
に
在
る
こ
と
が
美
し
い
。」

林
檎
を
、
若
者
た
ち
に
置
き
換
え
て
み
る
と
、
ま
た
こ
の
作
品
が
違
っ
て
見
え
て

く
る
。

清
流
劇
場
『
逃
げ
る
ヘ
レ
ネ
』（
令
和
2
年
10
月
26
日
・
一
心
寺
シ

ア
タ
ー
倶
楽
）

キ
ム
ド
ヨ
ン

　

清
流
劇
場
の
『
逃
げ
る
ヘ
レ
ネ
』
は
、
エ
ウ
リ
ピ
デ
ス
の
『
ヘ
レ
ネ
』
を
原
作

と
す
る
作
品
と
し
て
、「
ト
ロ
イ
ア
戦
争
は
本
物
の
ヘ
レ
ネ
で
は
な
く
、
幻
の
ヘ

レ
ネ
を
取
り
合
っ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
発
想
に
基
づ
い
て
い
る
。
描
き
方
に

よ
っ
て
は
パ
リ
ス
に
つ
い
て
行
っ
て
戦
争
を
も
た
ら
し
た
「
悪
女
」
と
し
て
も
描

写
さ
れ
る
「
ヘ
レ
ネ
」
と
い
う
人
物
が
、
こ
の
作
品
の
中
で
は
夫
の
メ
ネ
ラ
オ
ス

の
帰
り
を
ひ
た
す
ら
待
ち
続
け
る
貞
女
と
し
て
描
か
れ
る
。

　

本
作
品
の
中
で
ま
ず
注
目
し
た
い
と
こ
ろ
は
、「
幻
の
ヘ
レ
ネ
の
た
め
に
戦
っ

た
戦
争
は
無
駄
な
こ
と
で
あ
っ
た
の
か
？
」と
い
う
問
い
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。

戦
場
で
の
一
七
年
間
の
苦
労
は
「
無
駄
な
こ
と
」
を
し
た
の
で
あ
る
と
言
う
べ
き

な
の
か
、
の
質
問
に
対
し
て
、
メ
ネ
ラ
オ
ス
は
「
も
っ
と
違
っ
た
経
験
を
し
た
こ

と
、
そ
れ
が
貴
重
な
ん
だ
」
と
答
え
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
そ
れ
が
意
味
の
な

い
こ
と
で
も
無
駄
な
こ
と
で
も
な
か
っ
た
と
主
張
す
る
。
だ
が
、
戦
争
の
犠
牲
に

な
っ
た
人
々
や
そ
の
被
害
を
激
し
く
受
け
た
庶
民
た
ち
に
も
メ
ネ
ラ
オ
ス
と
同
じ

こ
と
が
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
、と
い
っ
た
と
こ
ろ
を
私
は
疑
問
に
思
っ
た
。「
違
っ

た
経
験
だ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
か
っ
た
ん
だ
」
と
き
れ
い
に
言
い
ま
と

め
ら
れ
る
ほ
ど
「
一
七
年
間
の
戦
争
」
は
簡
単
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
だ
。
そ
の

よ
う
な
台
詞
が
戦
争
の
英
雄
で
あ
り
国
の
最
高
権
力
者
で
あ
る
メ
ネ
ラ
オ
ス
に

よ
っ
て
語
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
「
合
理
化
」
は
あ
る
種
の
皮
肉

の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
た
。

　

ま
た
、『
逃
げ
る
ヘ
レ
ネ
』
の
中
で
特
に
印
象
深
か
く
思
っ
た
の
は
、
個
性
強

く
独
特
な
衣
装
で
あ
っ
た
。
海
藻
に
絡
ま
れ
た
よ
う
な
メ
ネ
ラ
オ
ス
の
衣
装
や
彼

の
帽
子
や
背
中
に
つ
い
て
い
る
⾧
い
棒
が
そ
の
例
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。

特
に
、
メ
ネ
ラ
オ
ス
の
帽
子
に
つ
い
て
い
る
棒
は
周
り
の
人
物
た
ち
を
振
り
払
う

な
ど
の
演
出
の
道
具
と
し
て
も
使
わ
れ
、
そ
の
中
で
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
デ
ィ
ス
タ

ン
ス
（social	distancing

）
を
意
識
し
た
要
素
な
ど
現
在
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
の

状
況
に
対
応
し
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
り
印
象
的
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
エ
ジ
プ
ト
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の
人
た
ち
の
服
装
（
テ
オ
ノ
エ
や
テ
オ
ク
リ
ュ
メ
ノ
ス
、
後
半
の
メ
ネ
ラ
オ
ス
の

衣
装
な
ど
）
は
非
常
に
派
手
な
デ
ザ
イ
ン
が
多
く
、そ
れ
は
実
際
の
「
エ
ジ
プ
ト
」

を
反
映
し
た
も
の
と
い
う
よ
り
は
、
主
人
公
た
ち
の
母
国
と
は
違
う
エ
ジ
プ
ト
と

い
う
「
異
国
」
を
表
現
す
る
た
め
の
、
異
国
的
雰
囲
気
を
極
大
化
す
る
装
置
と
し

て
活
用
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
他
、『
逃
げ
る
ヘ
レ
ネ
』
の
ま
た
特

徴
的
な
と
こ
ろ
は
、
舞
台
の
上
に
立
つ
人
た
ち
が
登
場
人
物
だ
け
で
構
成
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
登
場
人
物
の
以
外
に
も
「
舞
台
を
動
か
す
人
」
が
数
人
存

在
し
て
い
た
と
い
う
点
だ
っ
た
と
感
じ
た
。
ヘ
レ
ネ
や
テ
オ
ノ
エ
な
ど
が
後
ろ
の

出
は
け
口
か
ら
登
場
・
退
場
す
る
た
び
に
舞
台
の
後
ろ
の
巨
大
な
幕
を
操
作
す
る

人
が
舞
台
袖
か
ら
登
場
し
、
舞
台
下
手
側
に
あ
る
ピ
ア
ノ
に
は
常
に
演
奏
者
が
着

席
し
て
い
る
。
演
奏
者
は
間
奏
曲
や
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
な
ど
の

音
楽
だ
け
で
な
く
、
強
調
し
た
い
台
詞
の
前
後
に
入
れ
る
効
果
音
な
ど
を
も
生
演

奏
で
入
れ
て
く
る
。
こ
の
よ
う
な
「
物
語
の
外
に
い
る
人
」
が
舞
台
の
上
に
存
在

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
客
と
し
て
は
ヘ
レ
ネ
や
メ
ネ
ラ
オ
ス
、
テ
オ
ク
リ
ュ
メ

ノ
ス
た
ち
の
「
現
実
」
を
観
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
、
彼
ら
の
「
物
語
」
を
聞
か

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
強
く
受
け
た
。

『
真
夏
の
夜
の
夢
』（
令
和
２
年
11
月
21
日
・
兵
庫
県
立
芸
術
文
化
セ
ン

タ
ー
阪
急
中
ホ
ー
ル
）

佐
藤
知
果
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吉
例
顔
見
世
興
行
第
二
部
（
令
和
2
年
12
月
5
日
・
京
都
四
条
南
座
）

高
木
帆
乃
花

　

私
は
顔
見
世
興
行
の
事
前
学
習
に
お
い
て
、「
一
谷
嫩
軍
記
・
熊
谷
陣
屋
」
の

幕
切
れ
に
つ
い
て
の
今
尾
哲
也
氏
の
劇
評
を
紹
介
し
た
。
そ
の
中
で
彼
は
「
熊
谷

陣
屋
」
の
幕
切
れ
は
見
得
の
芝
翫
型
が
ふ
さ
わ
し
く
、
引
っ
込
み
の
團
十
郎
型
は

（
彼
に
と
っ
て
）
解
釈
違
い
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。

幕
外
の
引
っ
込
み
は
熊
谷
の
み
を
浮
き
立
た
せ
、
相
模
を
置
き
去
り
に
す
る
点

が
問
題
で
、
そ
れ
に
比
べ
、
芝
翫
型
の
方
が
、
夫
婦
と
も
ど
も
小
次
郎
の
菩
提

を
弔
う
と
い
う
こ
の
場
の
主
題
に
ふ
さ
わ
し
い
。（
中
略
）
熊
谷
は
鎧
兜
を
脱

ぎ
捨
て
て
僧
形
と
な
り
、「
十
六
年
は
一
昔
…
…
」
の
有
名
な
せ
り
ふ
を
述
べ

る
。
十
六
年
間
、
愛
情
を
注
い
で
育
て
た
小
次
郎
を
手
に
掛
け
、
す
べ
て
が
夢
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と
化
し
た
悲
哀
を
表
現
す
る
。
万
感
胸
に
迫
る
せ
り
ふ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
相

模
と
と
も
に
悲
し
み
を
苦
し
み
を
分
か
ち
合
っ
て
遁
世
す
る
。
従
っ
て
、
幕
外

の
引
っ
込
み
は
解
釈
違
い
で
、
も
し
ど
う
し
て
も
引
っ
込
み
を
見
せ
た
い
の
な

ら
、
相
模
と
一
緒
に
花
道
を
入
っ
て
い
く
工
夫
を
し
て
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

（
藤
田
洋
『
歌
舞
伎
名
作
事
典
』
演
劇
出
版
社
。
一
九
八
三
年
。p.18-19

）

　

今
回
の
顔
見
世
興
行
で
は
引
っ
込
み
で
幕
が
下
り
た
の
だ
が
、
私
は
こ
の
演
出

を
鑑
賞
し
、
團
十
郎
型
も
物
語
の
幕
切
れ
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
。
と
い

う
の
も
、
今
尾
氏
は
子
（
小
次
郎
）
を
亡
く
し
た
悲
し
み
を
夫
婦
二
人
（
熊
谷
と

相
模
）
で
共
有
す
る
た
め
に
、
二
人
が
寄
り
添
い
幕
を
切
る
見
得
の
演
出
が
ふ
さ

わ
し
い
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
私
は
熊
谷
と
相
模
の
抱
く
感
情
は
共
有
で
き

な
い
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

熊
谷
と
相
模
の
悲
し
み
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、
ま
ず
、
相
模
に
つ
い
て
、
彼

女
は
最
愛
の
子
小
次
郎
を
亡
く
し
た
こ
と
を
悲
し
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
熊
谷
も

相
模
と
同
じ
く
小
次
郎
を
亡
く
し
た
こ
と
を
悲
し
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
彼
の

悲
し
み
は
同
時
に
、
戦
場
で
命
を
奪
う
こ
と
や
責
務
（「
熊
谷
陣
屋
」
に
お
い
て

は
天
皇
家
の
た
め
自
身
の
子
を
殺
す
こ
と
）
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
「
も
の
の
ふ
」

の
運
命
、
こ
の
世
の
無
常
へ
の
嘆
き
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
合
戦
の
物
語
場
面
で
、

熊
谷
は
忌
避
し
な
が
ら
も
敦
盛
を
殺
し
た
こ
と
を
、「
戦
で
あ
る
か
ら
仕
方
が
な

い
。
も
の
の
ふ
と
は
あ
さ
ま
し
い
も
の
だ
」
と
述
べ
藤
の
方
を
諫
め
て
い
る
。
熊

谷
が
敦
盛
で
は
な
く
実
際
は
息
子
小
次
郎
を
殺
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

子
供
を
亡
く
し
た
悲
し
み
と
そ
し
て
責
務
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
武
士
の
運
命
へ
の

嘆
き
を
秘
め
た
台
詞
と
言
え
る
だ
ろ
う
。武
士
と
し
て
の
悲
し
み
を
妻
相
模
は（
彼

女
は
武
士
で
は
な
く
）
抱
く
こ
と
は
な
い
た
め
、
共
有
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
最
終
場
で
熊
谷
は
花
道
に
立
ち
「
一
六
年
は
一
昔
で
あ
っ
た
な
ぁ
」
と
涙

を
流
す
。
こ
の
涙
は
武
士
と
し
て
生
き
て
い
た
彼
が
、
主
君
義
経
や
妻
相
模
の
前

で
は
見
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
心
か
ら
の
感
情
を
表
し
て
い
る
。
名
誉
や
重

責
を
捨
て
た
彼
の
隣
に
、
相
模
を
付
き
添
わ
せ
る
こ
と
も
ま
た
、
俗
世
か
ら
離
れ

た
熊
谷
の
覚
悟
を
薄
め
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
花
道
は
熊
谷
が
一

人
で
歩
い
て
こ
そ
、
物
語
の
主
題
が
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

熊
谷
と
相
模
で
は
悲
し
み
と
い
う
同
じ
感
情
を
抱
い
て
い
て
も
、
そ
の
中
身
が

全
く
異
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
今
尾
氏
の
意
見
に
は
賛
同
で
き
ず
、
團
十
郎

型
の
引
っ
込
み
も
「
熊
谷
陣
屋
」
の
幕
切
れ
と
し
て
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
て
い
る
。

た
だ
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
芝
翫
型
が
「
熊
谷
陣
屋
」
幕
切
れ
に
ふ
さ
わ
し
く
な

い
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
機
会
が
あ
れ
ば
、
芝
翫
型
と
團
十
郎
型
の
二

つ
を
見
比
べ
な
が
ら
、
幕
切
れ
に
つ
い
て
批
評
し
て
み
た
い
。

初
春
文
楽
公
演
第
三
部
『
妹
背
山
女
庭
訓
』（
令
和
3
年
1
月
17
日
・

国
立
文
楽
劇
場
）

　

馬
照
旋
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