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六
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特
集

①

読
書

②

壬
生
狂
言

球
技
大
会

五
月
二
十
三
日
金
曜
日
、

球
技
大
会
が
行
わ
れ
た
。

今
年
の
種
目
は
昨
年
に
引

き
続
き
ド
ッ
チ
ボ
ー
ル
で
、

午

前

の

部

は

二･

三
年

生

の

上
級
の
部
と
、
一
年
生
の
下

級
の
部
に
分
か
れ
、
男
女
別

で
戦
っ
た
。
午
後
の
部
は
男

女
混
合
選
抜
チ
ー
ム
の
ク
ラ

ス
対
抗
戦
が
行
わ
れ
た
。

午
前
の
下
級
の
部
男
子
優

勝
は
一
年
一
組
、
女
子
の
部

は
一
年
三
組
で
、
上
級
の
部

は
男
子
、
女
子
共
に
三
年
二

組
だ
っ
た
。
午
後
の
部
の
優

勝
は
二
年
二
組
、
準
優
勝
は

三
年
一
組
だ
っ
た
。
午
後
の

部
の
優
勝
チ
ー
ム
と
準
優
勝

チ
ー
ム
は
教
員
チ
ー
ム
と
戦

い
、
見
事
勝
利
を
収
め
た
。

最
優
秀
選
手
は
、
一
年
西

村
奎
一
郎
く
ん
、
横
山
寧
々

さ
ん
、
二
年
橋
本
翔
彦
く
ん
、

村
田
結
さ
ん
、
三
年
西
川
孝

弘
く
ん
、
岡
田
栞
音
さ
ん
だ

っ
た
。

（
小
畑
明
日
香
）

本
紹
介

A
nother

綾
辻
行
人

夜
見
山
北
中
学
校
三
年
三

組
に
転
校
し
て
き
た
榊
原
恒

一
は
、
転
校
前
日
に
、
原
発

性
自
然
気
胸
を
起
こ
し
、
入

院
し
て
し
ま
う
。
彼
は
そ
こ

で
、
眼
帯
を
し
た
ミ
ス
テ
リ

ア
ス
な
美
少
女
、
ミ
サ
キ
・

メ
イ

と

で

あ

っ

た

。

そ

し

て
退
院
後
、
学
校
に
登
校
す

る
恒
一
。
彼
は
、
何
か
に
怯

え
て
い
る
よ
う
な
ク
ラ
ス
の

雰
囲
気
に
違
和
感
を
覚
え
る
。

そ
ん
な
中
、
彼
の
ク
ラ
ス
メ

イ
ト
の
桜
木
ゆ
か
り
が
悲
惨

な
死
を
遂
げ
た
…

綾
辻
行
人
が
送
る
、
極
上

の
ホ
ラ
ー×

ミ
ス
テ
リ
ー
。

映
画
化
、
ア
ニ
メ
化
も
さ
れ

た
。
図
書
館
に
も
お
い
て
あ

る
の
で
、
ぜ
ひ
一
度
読
ん
で

み
る
こ
と
を
お
す
す
め
す
る
。

(

小
畑

明
日
香)

し
ゃ
ば
け

畠
中
恵

時
は
江
戸
時
代
。
若
旦
那

一
太
郎
は
、
大
店
の
廻
船
問

屋
兼
薬
種
問
屋
長
崎
屋
の
跡

取
り
息
子
で
あ
っ
た
。
甘
い

奉
公
人
と
、
甘
い
甘
い
兄
た

ち
と
、
さ
ら
に
甘
甘
甘
の
両

親
に
、
若
旦
那
は
ず
っ
と
守

ら
れ
て
き
た
。
生
ま
れ
て
こ

の
方
、
朝
と
昼
と
夜
に
、
器

用
に
も
そ
れ
ぞ
れ
別
の
病
で

死
に
か
け
る
ほ
ど
ひ
弱
だ
っ

た
か
ら
だ
。
そ
ん
な
彼
は
齢

三
千
歳
の
大
妖
の
孫
。
だ
か

ら
若
旦
那
は
妖
怪
に
見
ら
れ

る
。
若
旦
那
の
周
り
に
は
妖

怪
が
い
っ
ぱ
い
。
そ
ん
な
若

旦
那
が
、
ち
ょ
っ
と
ト
ボ
ケ

た
妖
怪
た
ち
と
名
推
理
を
繰

り
広
げ
て
い
く
。

若
旦
那
と
妖
怪
た
ち
の
ゆ

る
ー
い
日
常
を
書
い
た
シ
リ

ー
ズ
。｢

し
ゃ
ば
け｣

の
他
に

｢

ぬ
し
さ
ま
へ｣

｢

ね
こ
の
ば

ば｣
｢

お
ま
け
の
こ｣

な
ど
が
あ

る
。

（
相
模

真
希
）

ち
ょ
ん
ま
げ
ぷ
り
ん

荒
木
源

シ
ン
グ
ル
マ
ザ
ー
の
遊
佐
ひ

ろ
子
は
、
お
侍
の
格
好
を
し

た
謎
の
男
と
遭
遇
す
る
。
そ

の
男
は
一
八
〇
年
前
か
ら
タ

イ

ム･

ス

リ

ッ

プ

し

て

き

た

お
侍
で
、
木
島
安
兵
衛
と
名

乗
る
。
ひ
ろ
子
は
安
兵
衛
に

情
が
移
り
、
家
に
置
く
こ
と

に
。
彼
は
、
恩
義
を
感
じ
家

事
を
手
伝
い
、
い
つ
し
か｢

ご

ざ

る｣

口

調

の

天

才

パ

テ

ィ

シ
エ
と
な
る
。
が
、
そ
ん
な

時
、
彼
は
江
戸
に
帰
っ
て
し

ま
う
。

江
戸
と
東
京
を
お
菓
子
が

つ
な
ぐ
。
安
兵
衛
が
東
京
で

お
菓
子
を
学
び
、
江
戸
で
再

現
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
と

き
に
、
色
々
な
時
代
の
人
を

巻
き
込
む
。
プ
リ
ン
の
よ
う

に
優
し
く
て
苦
く
て
、
で
も

人
を
笑
顔
に
し
て
く
れ
る
お

話
だ
。

(

相
模

真
希)

モ
ン
ス
タ
ー

百
田
尚
樹

私
が
お
す
す
め
す
る
本
は
『
モ

ン
ス
タ
ー
』
と
い
う
本
だ
。

作
者
は
百
田
尚
樹
さ
ん
で
あ

る
。
何
故
、
こ
の
本
を
紹
介

し
よ
う
と
思
っ
た
か
と
い
う

と
、
テ
レ
ビ
で
も
紹
介
さ
れ

て
い
た
の
で
、
私
も
紹
介
し

た
い
と
思
っ
た
か
ら
だ
。

こ
の
本
は
、
醜
い
女
の
人

が
整
形
手
術
を
し
て
美
し
く

な
り
、
こ
れ
ま
で
自
分
を
馬

鹿
に
し
て
き
た
人
た
ち
に
復

讐
す
る
と
い
う
話
だ
。

私
は
、
こ
の
本
を
読
ん
で
、

女
の
人
は
怖
い
な
と
思
っ
た
。

あ
と
、
こ
の
本
の
主
人
公
は
、

す
ご
く
可
哀
想
だ
な
も
思
っ

た
。
私
も
、
整
形
手
術
を
し

て
み
た
い
と
思
う
が
、
本
当

に
で
き
る
か
と
い
う
と
、
で

き
そ
う
に
な
い
の
で
、
こ
の

本
の
主
人
公
の
人
は
度
胸
が

あ
っ
て
す
ご
い
と
思
っ
た
。

と
て
も
お
も
し
ろ
い
の
で
、

ぜ
ひ
読
ん
で
み
て
ほ
し
い
。

(

金
子
綾
美)

櫻

子

さ

ん

の

足

下

に

は

死

体

が

埋
ま
っ
て
い
る

太
田

紫
織

北
海
道
旭
川
市
の
と
あ
る
場

所
。
そ
こ
に
、
と
あ
る
レ
ト

ロ
な
屋
敷
が
そ
び
え
立
つ
。

そ
こ
に
は
こ
の
屋
敷
の
主
で

あ
り
、
こ
の
物
語
の
主
人
公

が
住
ん
で
い
る
。
九
条
櫻
子

―

一
風
変
わ
っ
た
風
貌
を

持
ち
合
わ
せ
て
い
る
こ
の
お

嬢
様
は
、
他
の
女
性
た
ち
と

は
違
う
少
し
変
わ
っ
た
趣
味

を
持
っ
て
い
る
。
人
間
の
骨

や
、
動
物
の
骨
の
標
本
を
扱

い
、
そ
の
知
識
を
事
件
に
使

い
、
ク
ー
ル
に
事
件
を
解
決

す
る
骨
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
。

だ
が

、
「

死
」

と
「
事
件
」

が
関
わ
る
と
、
そ
の
外
見
か

ら
は
う
か
が
え
な
い
破
天
荒

な
行
動
を
見
せ
る
。
そ
れ
を

制
し
、
常
に
落
ち
着
い
た
行

動
を
見
せ
る
の
は
、
館
脇
正

太
郎
。
櫻
子
さ
ん
に
巻
き
込

ま
れ
、
様
々
な
事
件
に
遭
遇

す
る
ご
く
平
凡
な
高
校
生
。

こ
の
二
人
が
、
迫
り
く
る
事

件
を
解
決
し
、
様
々
な
方
法

で
人
の
心
を
弄
ぶ
犯
人
に
立

ち
向
か
う
ラ
イ
ト
ミ
ス
テ
リ

ー
。

（
金
岩
未
邑
）



壬
生
さ
ん
の

カ
ン
デ
ン
デ
ン

～
仏
の
教
え
と

念
仏
狂
言
～

京
都
の
壬
生
で
一
千
年
以

上
の
歴
史
を
誇
る
壬
生
寺
。

古
く
か
ら
地
蔵
菩
薩
を
本
尊

と
し
庶
民
大
衆
か
ら
の
厚
い

信
仰
を
あ
つ
め
た
そ
の
壬
生

寺
に
壬
生
狂
言
は
伝
わ
る
。

現
在
国
の
重
要
無
形
民
俗
文

化
財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
壬

生
狂
言
は
正
し
く
は
壬
生
大

念
仏
狂
言
と
言
い
、
約
七
百

年
前
、
時
の
壬
生
寺
の
住
職

円
覚
上
人
が
仏
の
教
え
を
身

振
り
手
振
り
で
わ

か
り
や
す

く
説
く
た
め
に
始
ま
っ
た
と

伝
わ
る
。
今
春
か
ら
大
幅
な

日
程
変
更
も
あ
り
新
た
な
ス

タ
ー
ト
を
き
っ
た
壬
生
狂
言

に
取
材
班
が
迫
っ
た
。

五
月
四
日
、
壬
生
狂
言
春

の
公
演
真
最
中
の
こ
の
日
、

取
材
班
は
壬
生
寺
内
に
あ
る

狂
言
堂
へ
と
向
か
っ
た
。
こ

の
狂
言
堂
、
江
戸
時
代
後
期

に
建
て
ら
れ
国
の
重
要
文
化

財
に
指
定
さ
れ
て
い
る
。
一

階
が
楽
屋
、
二
階
が
舞
台
と

な
っ
て
い
る
特
異
な
建
築
物

だ

。
「
関
係
者

以
外
立
ち
入

り
禁
止
」
の
立
て
札
の
た
つ

門
を
く
ぐ
る
と
（
許
可
を
得

て
い
ま
す
）
、

←
壬
生
狂

言
の
中
で

も
最
も
重

要
な
番
組

の

一

つ

『
桶
取
り
』

狂
言
堂
の
入
り
口
が
見
え
る
。

玄
関
へ
上
が
り
障
子
を
開
く

と
目
の
前
に
は
百
面
を
超
え

る
狂
言
面
が
か
け
ら
れ
て
い

た
。
広
い
楽
屋
に
紋
付
き
を

着
た
男
性
が
忙
し
そ
う
に
動

き
回
っ
て
い
る
。
何
十
も
の

大
小
刀
、
太
刀
が
掛
か
る
刀

掛
け
を
右
手
に
見
つ
つ
取
材

班
は
写
真
の
撮
影
を
開
始
し

た
。
壬
生
狂
言
は
現
在
、
三

十
演
目
が
伝
わ
り
そ
の
出
演

す
る
役
す
べ
て
の
動
き
や
衣

装
、
面
が
決
ま
っ
て
い
る
と

い
う
。
緊
張
し
た
空
気
の
中

に
一
体
感
の
あ
る
雰
囲
気
が

漂
う
楽
屋
の
中
に
は
舞
台
か

ら
金
鼓
や
太
鼓
、
笛
の
お
囃

子
と
と
も
に
ド
ン
ド
ン
と
舞

台
で
演
じ
る
足
運
び
の
音
が

聞
こ
え
て
い
た
。

現
在
壬
生
大
念
仏
狂
言
は

約
四
十
名
の
壬
生
大
念
仏
講

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
。

講
中
に
は
、
平
安
中
学
、
高

校
を
卒
業
さ
れ
た
方
や
現
役

の
平
中
生
も
い
る
。
下
は
小

学
校
低
学
年
か
ら
上
は
七
十

歳
台
の
長
老
ま
で
幅
広
い
年

齢
層
に
ま
た
が
っ
て
い
る
。

「
壬
生
大
念
仏
講
は
和
を
重

ん
ず
る
団
体
な
ん
で
す
。
」

そ
う
語
る
の
は
壬
生
大
念
仏
講

の
世
話
役
を
務
め
る
八
木

聖

弥
氏
だ
。

「
和
を
重
ん
じ
る
と
と
も
に
、

←
狂
言
面

色
々
な
年
齢
の
人
と
の
関
係
が

学
べ
る
。
そ
う
い
う
も
の
は
社

会
に
出
て
か
ら
も
役
に
立
つ
ん

で
す
」

最
終
の
演
目
が
始
ま
ろ
う
と

し
て
い
る
。
楽
屋
で
は
そ
れ
ぞ

れ
の
衣
装
に
着
替
え
る
講
中
を

壁
に
掛
か
る
面
の
目
が
見
つ
め

て
い
た
。

壬
生
の
人
々
か
ら
「
壬
生
さ

ん
」
と
呼
ば
れ
昔
か
ら
厚
い
信

仰
を
集
め
た
壬
生
寺
。
そ
の
起

こ
り
は
古
く
正
歴
二
年
（
九
九

一
年
）
快
賢
僧
都
に
よ
っ
て
創

建
さ
れ
た
。

「
壬
生
狂
言
は
、
今
か
ら
約

七
〇
〇
年
前
壬
生
寺
を
復
興
さ

れ
た
円
覚
上
人
が
始
め
ら
れ
ま

し
た
。
」

取
材
に
応
じ
て
く
だ
さ
っ
た

の
は
、
壬
生
寺
住
職

松
浦
俊

海
氏
だ
。

「
外
国
人
の
方
も
た
く
さ
ん

来
ら
れ
ま
す
よ
」

最
近
は
他
国
か
ら
壬
生
狂
言

を
見
に
来
る
方
も
多
い
と
の

こ
と
。
そ
ん
な
た
く
さ
ん
の

観
客
の
中
で
も
特
に
人
気
の

演
目
は
『
炮
烙
割
』
。

ほ

う

ら

く

わ

り

「
炮
烙
売
り
と
羯
鼓
売
り
が

喧
嘩
を
す
る
話
の
最
後
に
約

２
０
０
０
枚
の
炮
烙
、
今
で

言
う
フ
ラ
イ
パ
ン
の
よ
う
な

も
の
を
舞
台
か
ら
落
と
し
て

割
り
ま
す
。
昔
か
ら
、
公
演

の
一
番
は
じ
め
の
番
組
が
炮

烙
割
り
と
決
ま
っ
て
い
ま
す
。
」

と
住
職
は
話
す
。

と
こ
ろ
で
、
壬
生
狂
言
の
生
み

の
親
で
あ
る
円
覚
十
万
上
人
は
、

壬
生
狂
言
を
実
際
に
演
じ
た
の

で
し
ょ
う
か
？

住
職
に
尋
ね

る
と
「
そ
れ
は
、
実
際
に
演
じ

た
で
し
ょ
う
。
自
分
が
始
め
た

も
の
で
す
か
ら
。」

壬
生
狂
言
の
精
神
は
円
覚
上
人

に
始
ま
り
、
七
〇
〇
年
の
間
今

に
受
け
継
が
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

（
船
橋

維
・
取
材
班
）

↑本番直前まで稽古に励む講中

↑
記
者
が
鑑
賞
し
た
『
紅
葉
狩
』

↓
餓
鬼
と
鬼
の
や
り
と
り
が
お

も
し
ろ
い
餓
鬼
角
力

↓
公
演
中
毎
日
非
公
開
で
行

わ
れ
る
初
夜
勤
行
は
壬
生
狂

言
が
宗
教
行
事
で
あ
る
こ
と

を
物
語
る
。

円覚上人


