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開
設
四
五
周
年
記
念
特
別
講
座

よ
う
こ
そ
幽
玄
の
世
界
へ
─
能
楽
の
魅
力
と
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未
来
─

語
り
手　

羽　

田　
　
　

昶

三　

浦　

裕　

子

聞
き
手　

池　

田　

眞　

朗

第
一
部　

池
田
先
生
と
羽
田
先
生
の
対
談

は
じ
め
に

池
田　

こ
れ
か
ら
武
蔵
野
大
学
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
開
設
四
五
周

年
記
念
の
特
別
講
座
「
よ
う
こ
そ
幽
玄
の
世
界
へ
─
能
楽
の
魅
力

と
研
究
の
過
去
・
現
在
・
未
来
─
」
を
始
め
ま
す
。
私
は
本
学
の

副
学
長
と
社
会
連
携
セ
ン
タ
ー
長
を
し
て
お
り
ま
す
池
田
と
申
し

ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

　

今
日
ご
登
壇
頂
く
お
二
人
の
先
生
を
ご
紹
介
い
た
し
ま
す
。
最

初
に
ご
登
壇
頂
く
の
が
、
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の
元
セ
ン
タ
ー
長

　

こ
こ
に
掲
げ
る
の
は
、
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
開
設
四
五
周
年
を
迎
え
る
に
当

た
り
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
一
六
日
、
特
に
池
田
眞
朗
副
学
長
の
好
意
的
な
ご

発
議
で
実
現
し
た
講
座
の
記
録
で
す
。

　

タ
イ
ト
ル
の
示
す
よ
う
に
、
主
と
し
て
初
心
者
に
対
す
る
能
楽
入
門
を
意
図

し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
根
底
に
は
池
田
副
学
長
と
私
と
の
奇
縁
が
あ
り
、
そ
こ

か
ら
応
答
が
展
開
し
て
い
ま
す
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
、
内
容
的
に
は
き
わ
め
て
啓
蒙
的
な
、
ま
た
個
人
的
か
つ

私
的
な
話
柄
に
集
中
し
て
い
ま
す
。

　

し
た
が
っ
て
第
一
部
に
関
し
て
は
「
紀
要
」
で
あ
る
本
誌
に
掲
載
す
る
の
は

本
来
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
ま
っ
た
く
気
が
引
け
て
、
私
と
し
て
は

不
本
意
な
の
で
す
が
、
公
開
講
座
同
様
に
再
録
す
る
と
い
う
編
集
長
の
方
針
に

抗
し
が
た
く
、
結
局
こ
う
な
り
ま
し
た
。

　

言
い
訳
の
前
口
上
、
お
許
し
く
だ
さ
い
。 

（
羽
田
）
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で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
羽
田
昶
先
生
で
す
。
先
生
は
国
学
院
大
学

文
学
部
を
卒
業
さ
れ
て
、
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
芸
能
部
の
研

究
員
・
室
長
を
経
て
、
武
蔵
野
女
子
大
学
（
の
ち
武
蔵
野
大
学
）

の
教
授
と
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
長
を
務
め
ら
れ
ま
し
た
。
現
在
は

東
京
文
化
財
研
究
所
名
誉
研
究
員
、
武
蔵
野
大
学
客
員
教
授
、
能

楽
資
料
セ
ン
タ
ー
研
究
員
を
さ
れ
て
い
ま
す
。
専
攻
は
能
・
狂
言

を
中
心
と
す
る
演
劇
研
究
、
著
書
に
『
狂
言
─
鑑
賞
の
た
め
に
』

保
育
社
、『
能
─
本
説
と
展
開
』
桜
楓
社
、『
岩
波
講
座 

能
・
狂

言
〈
Ⅲ
〉
能
の
作
者
と
作
品
』
岩
波
書
店
、『
能
の
囃
子
事
』
音

楽
之
友
社
、『
能
楽
大
事
典
』
筑
摩
書
房
、
そ
し
て
一
番
新
し
く

お
出
し
に
な
っ
た
も
の
に
『
昭
和
の
能
楽　

名
人
列
伝
』
が
ご
ざ

い
ま
す
。

　

も
う
一
人
は
三
浦
裕
子
先
生
で
す
。
先
生
は
武
蔵
野
大
学
文
学

部
教
授
と
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
長
を
兼
ね
て
い
て
、
東
京
芸
術
大

学
大
学
院
音
楽
研
究
科
修
士
課
程
を
修
了
さ
れ
ま
し
た
。
著
書
・

共
著
に
『
能
・
狂
言
の
音
楽
入
門
』
音
楽
之
友
社
、『
能
楽
入
門

─
初
め
て
の
能
・
狂
言
』
小
学
館
、『
能
面
打
ち　

上
・
下
』
淡

交
社
、『
梅
若
六
郎
家
の
至
芸
─
評
伝
と
玄
祥
が
た
り
』
淡
交
社
、

『
能
・
狂
言
』（
学
校
で
教
え
な
い
教
科
書
シ
リ
ー
ズ
）
日
本
文
芸

社
な
ど
多
数
ご
ざ
い
ま
し
て
、
五
版
を
重
ね
て
い
る
『
面
か
ら
た

ど
る
能
楽
百
一
番
』
と
い
う
ご
著
書
も
あ
り
ま
す
。

　

今
日
は
お
二
人
の
シ
テ
を
お
迎
え
し
、
ま
ず
は
羽
田
先
生
に
ご

登
壇
頂
き
、
後
半
か
ら
三
浦
先
生
に
も
加
わ
っ
て
頂
き
ま
す
。

　

改
め
て
私
の
自
己
紹
介
を
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
私
は
法
律
の
学

者
で
本
学
法
学
部
の
学
部
長
も
兼
ね
て
お
り
ま
す
が
、
お
能
の

ほ
う
は
ま
っ
た
く
の
素
人
で
ご
ざ
い
ま
す
。
ワ
キ
の
旅
の
お
坊
さ

ん
が
シ
テ
の
お
話
を
聞
く
と
い
う
お
能
が
多
い
で
す
ね
。
私
は
聞

き
手
で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
旅
の
お
坊
さ
ん
に
も
な
れ
ま
せ

ん
。
最
近
の
テ
レ
ビ
番
組
に
、
空
港
に
い
る
外
国
人
の
旅
行
者
に

「
あ
な
た
は
一
体
何
し
に
日
本
に
来
た
ん
で
す
か
」
と
聞
く
の
が
あ

り
ま
す
よ
ね
。
あ
れ
を
思
い
浮
か
べ
て
頂
い
て
、
何
も
わ
か
ら
な

い
外
国
人
旅
行
者
が
今
日
は
聞
き
手
に
な
っ
て
い
る
と
思
っ
て
頂

け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
外
国
の
方
で
も
お
能
に
非
常
に

お
詳
し
い
方
も
沢
山
お
ら
れ
る
わ
け
で
す
が
、
今
日
の
私
は
そ
れ

こ
そ
「
何
し
に
日
本
に
来
た
の
」「
何
し
に
こ
こ
へ
出
て
来
た
の
」

と
い
う
感
じ
の
聞
き
手
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ご
了
承
頂
き
ま
し

て
、
と
ん
で
も
な
い
初
心
者
の
質
問
や
聞
き
間
違
い
が
あ
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
ご
容
赦
を
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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能
・
狂
言
と
は

池
田　

そ
れ
で
は
、
私
が
色
々
と
質
問
を
し
て
羽
田
先
生
に
お
答

え
頂
く
形
で
前
半
を
進
め
ま
す
。
こ
の
講
座
の
目
的
の
一
つ
に
、

若
い
世
代
の
愛
好
家
を
増
や
そ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
素
人
の

質
問
か
ら
始
め
よ
う
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
外
国
の
人
か
ら
、

能
と
狂
言
は
ど
う
違
う
ん
で
す
か
、
な
ぜ
能
と
言
う
ん
で
す
か
、

と
よ
く
聞
か
れ
る
ん
で
す
。

羽
田　

能
と
狂
言
と
は
、
じ
つ
は
共
通
の
要
素
、
類
似
点
が
多
い

の
で
す
が
、
そ
の
、
ど
う
違
う
か
と
い
う
点
だ
け
を
わ
か
り
や
す

く
単
純
化
す
る
と
、
能
は
音
楽
劇
・
舞
踊
劇
で
シ
リ
ア
ス
な
演
劇

な
の
に
対
し
、
狂
言
は
せ
り
ふ
と
し
ぐ
さ
に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
る
、

笑
い
と
風
刺
の
世
界
を
描
い
た
演
劇
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
れ
で
、
能
と
狂
言
を
総
称
し
て
「
能
楽
」
と
申
し
ま
す
。
明

治
一
四
年
に
能
・
狂
言
の
保
護
を
目
的
と
す
る
「
能
楽
社
」
と
い

う
団
体
が
設
立
さ
れ
、
そ
の
と
き
芝
公
園
、
今
の
東
京
タ
ワ
ー
の

と
こ
ろ
に
「
能
楽
堂
」
が
建
て
ら
れ
ま
し
た
。
江
戸
時
代
ま
で

は
、
江
戸
城
を
は
じ
め
各
藩
の
城
内
や
、
寺
社
の
境
内
に
「
能
舞

台
」
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
能
舞
台
を
取
り
込
ん
だ
「
能
楽

堂
」
と
い
う
建
築
物
が
初
め
て
で
き
た
の
も
「
能
楽
」
と
い
う
名

称
が
生
ま
れ
た
の
も
、
こ
の
明
治
一
四
年
の
こ
と
な
ん
で
す
。
こ

の
能
楽
堂
は
、
そ
の
後
、
靖
国
神
社
の
中
に
移
設
さ
れ
ま
し
た
。

　

江
戸
時
代
ま
で
は
、「
能
楽
」
で
は
な
く
「
猿
楽
」
と
呼
ば
れ

て
い
ま
し
た
。
猿
楽
の
中
に
能
と
狂
言
が
あ
る
。
こ
の
あ
た
り
の

こ
と
は
色
々
な
本
に
書
い
て
あ
り
ま
す
か
ら
簡
単
に
申
し
ま
す
。

伎
楽
と
雅
楽
と
散
楽
が
大
陸
か
ら
奈
良
時
代
に
渡
来
し
、
そ
の
中

の
散
楽
が
、
雅
楽
に
対
し
て
、
雅
や
か
で
は
な
い
、
自
由
な
、
大

衆
的
な
、
通
俗
的
な
芸
能
と
し
て
段
々
と
日
本
化
し
、
名
称
も
猿

楽
と
変
わ
っ
た
ん
で
す
ね
。
散
楽
の
中
に
滑
稽
な
物
真
似
芸
と
い

う
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
の
ち
の
猿
楽
イ
コ
ー
ル
能
楽
の
元
に
な

り
ま
す
。
猿
楽
の
本
来
持
っ
て
い
た
滑
稽
な
物
真
似
芸
の
系
譜
を

引
く
の
は
狂
言
で
す
ね
。　

　

そ
し
て
、「
能
」
と
い
う
言
葉
自
体
は
、
漢
和
辞
典
を
引
け
ば

す
ぐ
わ
か
る
こ
と
で
す
が
、「
よ
く
す
る
」
と
い
う
「
可
能
」
の

能
で
す
。
そ
れ
か
ら
、
あ
る
技
を
持
っ
て
い
る
「
技
能
」
と
か

「
才
能
」
の
能
で
す
ね
。
こ
の
技
能
や
才
能
の
、
技
を
持
っ
て
い

る
と
い
う
意
味
の
能
が
、
中
世
に
は
歌
舞
劇
を
意
味
す
る
よ
う
に

な
り
ま
す
。
猿
楽
の
中
に
能
と
狂
言
が
あ
る
、
と
言
う
と
き
、
ど
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ち
ら
か
と
言
え
ば
、
古
い
の
は
狂
言
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ

以
外
の
音
楽
的
・
舞
踊
的
な
色
々
な
芸
態
を
取
り
込
ん
で
い
っ

て
、
非
常
に
シ
リ
ア
ス
な
、
ま
た
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
音
楽

劇
・
舞
踊
劇
に
洗
練
さ
れ
て
い
っ
た
の
が
、
能
と
言
う
こ
と
が
で

き
ま
す
。

池
田　

そ
う
す
る
と
今
我
々
が
使
っ
て
い
る
能
楽
と
い
う
名
称

は
、
明
治
に
入
っ
て
か
ら
の
も
の
な
の
で
す
ね
。

羽
田　

明
治
時
代
、
新
し
い
国
家
と
し
て
世
界
へ
打
っ
て
出
よ
う

と
し
た
と
き
に
猿
楽
の
「
猿
」
と
い
う
言
葉
は
嫌
わ
れ
た
の
だ
ろ

う
と
思
う
の
で
す
ね
。
当
時
の
識
者
ら
が
検
討
し
て
能
楽
と
い
う

言
葉
を
使
い
出
し
た
わ
け
で
す
。

池
田　

能
と
い
う
言
葉
に
は
昔
か
ら
劇
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
の

で
す
ね
。
皆
さ
ん
の
ほ
う
が
私
よ
り
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。

能
の
魅
力
─
羽
田
先
生
の
研
究
の
足
跡
を
辿
り
つ
つ

池
田　

ご
謙
遜
さ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
先
生
は
日
本
を
代

表
す
る
能
楽
研
究
者
と
う
か
が
っ
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
先
生
の

能
楽
研
究
の
軌
跡
を
辿
り
な
が
ら
能
の
魅
力
に
迫
っ
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。
能
楽
研
究
に
足
を
踏
み
入
れ
る
き
っ
か
け
か
ら
お
話

し
頂
け
ま
す
で
し
ょ
う
か
。

羽
田　

別
に
卑
下
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
資
料
、
史
料

を
駆
使
し
な
が
ら
実
証
的
に
研
究
す
る
と
い
う
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な

修
業
を
私
は
積
ん
で
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
そ
ん
な
大
そ
れ
た
者
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ご
質
問
に
お
答
え
す
る
と
、
自
分
の
個
人
的

な
、
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
な
お
話
に
な
っ
て
恐
縮
で
す
が
、
私
は
昭
和

一
四
年
（
一
九
三
九
）
生
ま
れ
で
す
。
昭
和
二
一
年
に
小
学
校
に

入
り
ま
し
て
二
六
年
に
六
年
生
に
な
り
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
戦
後
レ

ジ
ー
ム
の
中
で
少
年
時
代
を
生
き
た
ん
で
す
が
、
子
供
の
と
き
か

ら
本
を
読
む
こ
と
と
音
楽
を
聞
く
こ
と
が
と
て
も
好
き
で
、
本
、

読
書
の
こ
と
は
さ
て
措
い
て
、
音
楽
の
ほ
う
は
種
々
雑
多
に
、
本

当
に
ボ
ー
ダ
レ
ス
に
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
も
ジ
ャ
ズ
も
何
で
も
好
き
で

し
た
。
た
ま
た
ま
父
親
が
池
田
先
生
と
同
じ
く
慶
応
大
学
の
経
済

学
部
を
出
て
、
経
理
マ
ン
で
す
が
、
レ
コ
ー
ド
会
社
に
勤
め
て
い

た
も
の
で
す
か
ら
、
レ
コ
ー
ド
を
何
で
も
家
に
持
っ
て
帰
る
ん
で

す
ね
。
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
と
か
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン
な
ん
か
は
も
ち
ろ

ん
、
ス
ト
ラ
ビ
ン
ス
キ
ー
の
〈
春
の
祭
典
〉〈
火
の
鳥
〉
な
ん
て

い
う
の
と
一
緒
に
、
梅
若
実
の
〈
弱
法
師
〉
な
ん
か
も
聞
い
た
も

の
で
し
た
。
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
初
め
て
覚
え
た
流
行
歌
は
灰
田
勝
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彦
の
〈
新
雪
〉
で
し
た
。

　

昭
和
二
一
年
か
ら
二
六
年
が
小
学
生
と
言
っ
た
意
味
は
、
ま
だ

テ
レ
ビ
が
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
昭
和
三
〇
年
に
高
校
生
に
な
っ
た
と

き
、
家
で
テ
レ
ビ
を
見
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、
そ
れ
ま
で
は

ず
ー
っ
と
ラ
ジ
オ
を
聞
い
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
大
好
き
で
家
に

帰
っ
た
ら
放
送
劇
や
歌
謡
曲
を
聞
い
て
、
日
曜
日
の
舞
台
中
継
も

よ
く
聞
き
ま
し
た
。
父
親
は
趣
味
で
謡
を
習
っ
て
い
ま
し
た
け
れ

ど
歌
舞
伎
が
大
好
き
で
、
父
の
母
、
つ
ま
り
祖
母
が
ま
た
歌
舞
伎

や
色
々
な
邦
楽
を
聞
く
の
が
好
き
で
、
私
は
年
寄
り
っ
子
だ
っ
た

も
の
で
す
か
ら
、
祖
母
と
一
緒
に
よ
く
ラ
ジ
オ
を
聞
き
ま
し
た
。

こ
の
祖
母
が
私
の
こ
と
を
子
供
と
思
わ
ず
友
だ
ち
扱
い
し
て
い

て
、
小
学
生
の
と
き
に
〈
新
諸
国
物
語　

笛
吹
童
子
〉
と
い
う
番

組
が
あ
り
ま
し
た
。「
ヒ
ャ
ラ
ー
リ 

ヒ
ャ
ラ
リ
コ
」
の
テ
ー
マ
ソ

ン
グ
で
お
馴
染
み
で
す
が
、
あ
れ
は
福
田
蘭
童
の
作
曲
で
す
ね
。

祖
母
は
「
こ
の
、
福
田
蘭
童
っ
て
い
う
の
は
ね
え
、
昔
、
色
魔
っ

て
言
わ
れ
た
ん
だ
よ
」
な
ん
て
い
う
。
子
供
に
向
か
っ
て
い
う
言

葉
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
ね
。
そ
れ
で
私
も
色
魔
っ
て
言
葉
を
す
ぐ
字

引
き
で
調
べ
た
り
し
て
（
会
場
笑
）、
非
常
に
ま
せ
ち
ゃ
い
ま
し

て
ね
。

　

そ
ん
な
こ
と
で
、
ジ
ャ
ン
ル
を
問
わ
ず
音
楽
を
聞
く
こ
と
と
文

学
が
好
き
だ
っ
た
も
の
で
す
か
ら
、
ラ
ジ
オ
で
聞
く
ク
ラ
シ
ッ
ク

も
ジ
ャ
ズ
も
歌
謡
曲
（
当
時
は
流
行
歌
と
言
っ
て
い
ま
し
た
ね
）

も
好
き
だ
っ
た
ん
で
す
が
、
ま
た
放
送
劇
が
好
き
で
し
た
。
そ
れ

に
祖
母
の
影
響
も
あ
っ
て
、
歌
舞
伎
や
新
派
の
舞
台
中
継
、
謡
曲

や
邦
楽
の
時
間
も
、
興
味
を
も
っ
て
聞
い
て
い
ま
し
た
。
中
学
生

ぐ
ら
い
に
な
る
と
自
分
で
映
画
を
見
に
行
く
よ
う
に
な
り
、
高
校

生
ぐ
ら
い
に
な
る
と
寄
席
に
行
く
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
ラ
ジ
オ

で
さ
ん
ざ
ん
落
語
を
聞
い
た
か
ら
で
す
ね
。

　

で
、
能
と
歌
舞
伎
で
は
、
歌
舞
伎
が
先
に
好
き
に
な
り
ま
し

た
。
歌
舞
伎
を
生
で
見
に
行
っ
た
の
は
高
校
三
年
の
と
き
で
、
能

は
大
学
に
入
っ
た
年
か
ら
で
す
。

池
田　

そ
う
す
る
と
能
楽
の
魅
力
に
は
、
文
学
と
か
、
演
劇
と

か
、
音
楽
と
か
、
所
作
と
か
、
美
術
と
か
、
色
々
な
面
が
あ
る
わ

け
で
す
が
、
先
生
が
最
初
に
惹
か
れ
た
の
は
音
楽
的
な
も
の
、
謡

か
ら
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

羽
田　

そ
う
で
す
ね
。
能
を
形
作
っ
て
い
る
要
素
は
謡
と
囃
子
と

舞
と
、
面
・
装
束
と
い
っ
た
造
形
美
の
魅
力
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

全
部
大
事
な
の
で
す
が
、
私
は
謡
に
一
番
惹
か
れ
ま
す
ね
。
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池
田　

謡
の
魅
力
を
先
生
な
り
に
お
話
し
頂
け
ま
す
か
。

羽
田　

謡
の
メ
ロ
デ
ィ
は
割
と
単
純
な
ん
で
す
け
れ
ど
、
リ
ズ
ム

や
発
声
法
、
語
り
物
と
し
て
の
息
扱
い
な
ど
複
雑
な
技
法
を
持
っ

て
い
る
高
度
な
も
の
で
、
そ
こ
に
惹
か
れ
ま
す
。
謡
は
詞
章
が

あ
っ
て
そ
れ
に
フ
シ
が
付
い
て
い
る
わ
け
で
す
の
で
、
詞
章
の

持
っ
て
い
る
文
学
性
に
も
惹
か
れ
ま
す
。

　

例
え
ば
〈
檜
垣
〉
と
い
う
老
女
物
の
難
し
い
能
が
あ
り
ま
す
。

今
年
は
そ
れ
が
四
回
も
五
回
も
演
じ
ら
れ
て
お
り
ま
し
て
、
年
が

明
け
て
か
ら
神
崎
流
の
地
唄
舞
研
究
会
で
能
の
〈
檜
垣
〉
の
話
を

す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
て
、〈
檜
垣
〉
の
こ
と
を
今
考
え
て
い
る

か
ら
例
が
出
る
ん
で
す
け
ど
、〈
檜
垣
〉
は
白
拍
子
が
そ
の
美
貌

や
歌
舞
の
魅
力
に
よ
っ
て
、
世
の
男
ど
も
を
魅
惑
し
た
、
そ
の
罪

に
よ
っ
て
、
死
後
は
地
獄
で
永
遠
に
釣
瓶
の
水
を
汲
み
続
け
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
地
獄
の
業
火
に
悩
む
老
い
た
白
拍
子
の

霊
が
シ
テ
の
能
で
す
。
坂
口
安
吾
は
能
な
ん
か
見
た
こ
と
な
い
の

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、「
こ
ん
な
美
し
い
物
語
を
つ
く
る
と
は
、

世
阿
弥
と
い
う
人
の
天
才
ぶ
り
に
降
参
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
、

『
青
春
論
』
と
い
う
文
章
の
中
で
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
と
も

か
く
、〈
檜
垣
〉
は
全
編
こ
れ
美
し
い
文
章
で
で
き
て
い
る
の
で

す
が
、
例
え
ば
、
前
シ
テ
の
老
女
が
出
て
き
て
最
初
に
［
次
第
］

と
い
う
謡
を
謡
う
。
そ
の
詞
章
は
「
影
白
川
の
水
汲
め
ば
、
月
も

袂
や
濡
ら
す
ら
ん
」
と
い
う
の
で
す
。
白
川
は
熊
本
を
流
れ
て
い

る
川
で
、
影
は
月
影
、
月
光
で
す
。
月
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
白
川

の
水
を
汲
む
と
、
袂
が
濡
れ
る
。
そ
し
て
「
月
」
は
昔
を
偲
ん
で

泣
く
、
涙
を
流
す
と
い
う
意
味
を
喚
起
す
る
わ
け
で
す
ね
。
月
に

照
ら
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
月
も
私
の
袂
を
濡
ら
す
。
川
の
水
で
袂

が
濡
れ
る
し
、
月
の
光
に
よ
っ
て
も
袂
が
濡
れ
る
。
掛
詞
な
ど
も

駆
使
し
な
が
ら
重
層
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
そ
こ
に
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
、
そ
こ
に
旋
律
が
あ
り
囃
子
が
伴
奏
す
る
。
非
常
に
詩
的
な
と

い
う
か
、
文
学
的
な
効
果
と
音
楽
的
な
効
果
が
相
乗
さ
れ
て
き
ま

す
。
そ
う
い
う
魅
力
が
能
の
謡
に
は
あ
る
と
、
感
じ
ま
す
。

よ
き
指
導
者
と
の
巡
り
合
い

池
田　

先
ほ
ど
先
生
の
ご
経
歴
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
け
れ
ど
、
東

京
国
立
文
化
財
研
究
所
芸
能
部
研
究
員
と
い
う
お
立
場
の
と
き
に

す
で
に
お
能
の
研
究
を
始
め
て
お
ら
れ
た
ん
で
す
か
。

羽
田　

そ
う
で
す
。
ち
ょ
っ
と
話
は
遡
り
ま
す
が
、
高
校
生
の
頃

か
ら
歌
舞
伎
が
好
き
だ
っ
た
の
で
、
大
学
で
は
歌
舞
伎
研
究
会
に
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入
ろ
う
と
思
っ
て
い
た
ん
で
す
が
、
当
時
、
国
学
院
に
は
歌
舞
伎

研
究
会
が
な
く
て
、
観
世
流
謡
曲
部
（
の
ち
に
観
世
会
と
言
い
ま

し
た
が
）
の
勧
誘
ビ
ラ
を
見
て
、
能
は
歌
舞
伎
の
先
輩
だ
か
ら
そ

れ
も
い
い
か
と
い
う
程
度
の
動
機
で
入
部
し
て
、
謡
を
習
い
能
を

見
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
サ
ー
ク
ル
で
出
会
っ
た
あ
る
上
級
生

の
誘
導
で
、
狂
言
和
泉
流
の
家
元
だ
っ
た
和
泉
保
之
（
の
ち
の
元

秀
）
さ
ん
と
知
り
合
い
に
な
り
ま
し
た
。
ち
ょ
う
ど
元
秀
さ
ん
は

二
〇
歳
に
な
っ
た
ば
か
り
で
、
若
い
学
生
た
ち
と
新
し
い
勉
強
会

を
作
ろ
う
と
し
て
い
た
ん
で
す
。
当
時
の
元
秀
さ
ん
は
青
春
の
気

に
燃
え
た
若
き
家
元
で
、
勉
強
熱
心
な
方
で
し
た
。
お
父
さ
ん
が

三
宅
藤
九
郎
と
い
う
方
で
、
の
ち
に
私
は
そ
の
方
か
ら
も
色
々
な

こ
と
を
教
わ
り
ま
し
た
が
、
と
に
か
く
元
秀
さ
ん
を
囲
ん
で
実
技

を
交
え
た
り
し
な
が
ら
狂
言
を
勉
強
す
る
研
究
会
が
あ
っ
て
、
そ

の
講
師
に
小
林
責
先
生
が
い
ら
し
た
。
今
は
、
本
学
の
名
誉
教
授

で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
。

　

先
生
は
当
時
、
二
九
歳
か
三
〇
歳
で
、
私
は
一
八
、
九
歳
。

一
一
歳
も
年
上
な
の
に
お
兄
さ
ん
扱
い
し
て
、
小
林
さ
ん
と
呼
ん

で
き
ま
し
た
け
れ
ど
、
小
林
先
生
に
出
会
っ
た
こ
と
が
能
や
狂
言

を
研
究
的
に
見
る
よ
う
に
な
っ
た
き
っ
か
け
で
す
。

　

そ
ん
な
わ
け
で
大
学
時
代
は
歌
舞
伎
と
能
・
狂
言
と
併
行
し
て

親
し
ん
で
き
ま
し
た
が
、
卒
論
は
歌
舞
伎
で
書
き
ま
し
た
。

　

大
学
を
出
て
一
四
年
間
、
中
学
・
高
校
の
教
師
を
し
て
お
り
、

三
六
、
七
歳
の
と
き
に
東
京
国
立
文
化
財
研
究
所
に
入
り
ま
し

た
。
そ
れ
ま
で
も
狂
言
和
泉
会
の
機
関
誌
の
編
集
を
し
た
り
解
説

を
書
い
た
り
、
ま
た
能
評
も
書
い
た
り
し
て
お
り
ま
し
た
が
、
研

究
所
に
入
所
以
降
は
、
研
究
ら
し
い
こ
と
を
多
少
し
て
き
ま
し
た
。

池
田　

そ
の
後
、
武
蔵
野
女
子
大
学
に
来
ら
れ
た
の
で
す
ね
。

羽
田　

そ
う
で
す
。

─
小
林
先
生
と
お
仲
間
で
、
戦
後
の
能

楽
界
で
は
早
く
か
ら
活
躍
さ
れ
て
い
た
増
田
正
造
先
生
が
、
本
学

文
学
部
の
草
創
期
か
ら
専
任
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。
小
林
先

生
や
増
田
先
生
と
は
、
能
楽
堂
や
色
々
な
研
究
会
な
ど
で
親
し
く

さ
せ
て
頂
い
た
ご
縁
か
ら
、
一
九
七
四
年
（
昭
和
四
九
）、
増
田

先
生
の
ご
推
挙
で
、
非
常
勤
講
師
に
し
て
頂
き
ま
し
た
。
能
楽
資

料
セ
ン
タ
ー
発
足
の
二
年
後
で
し
た
。
そ
ん
な
わ
け
で
、
高
校
教

師
の
終
わ
り
頃
か
ら
文
化
財
研
究
所
時
代
を
通
し
て
非
常
勤
講
師

で
し
た
。
そ
れ
で
、
増
田
先
生
と
私
は
一
〇
歳
違
い
で
す
の
で
、

西
暦
二
〇
〇
〇
年
（
平
成
一
二
）、
増
田
先
生
は
本
学
を
、
私
は

文
化
財
研
究
所
を
、
定
年
退
職
し
、
入
れ
替
わ
り
に
後
任
と
し
て
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専
任
教
授
に
し
て
頂
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

池
田　

今
日
は
セ
ン
タ
ー
設
立
四
五
周
年
記
念
の
特
別
講
座
で
す

け
れ
ど
、
武
蔵
野
大
学
の
前
身
で
あ
る
武
蔵
野
女
子
学
院
が
築
地

本
願
寺
内
に
で
き
て
、
も
う
九
三
年
と
い
う
歴
史
が
あ
り
ま
す
。

本
学
は
仏
教
教
育
を
標
榜
し
た
大
学
で
す
か
ら
仏
教
文
化
研
究
所

が
あ
り
ま
す
が
、
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
は
仏
教
文
化
研
究
所
よ
り

も
歴
史
の
あ
る
一
番
古
い
研
究
セ
ン
タ
ー
で
す
。
そ
の
セ
ン
タ
ー

を
先
生
に
育
て
て
頂
き
、
四
五
年
を
迎
え
た
こ
と
は
非
常
に
素
晴

ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
先
生
の
ご
研
究
の
特
色
は
実
証
的

で
、
ご
謙
遜
さ
れ
た
ん
で
す
が
、
現
場
で
鑑
賞
し
て
こ
そ
の
研
究

と
い
う
方
法
を
さ
れ
て
い
ま
す
ね
。

羽
田　

私
に
は
も
う
一
人
、
そ
れ
こ
そ
先
生
と
言
え
る
恩
人
が
い

て
、
そ
れ
は
横
道
萬
里
雄
と
い
う
方
で
す
。
ま
だ
私
が
高
校
の
教

師
を
し
て
お
り
ま
し
た
と
き
に
、
横
道
先
生
は
文
化
財
研
究
所
の

演
劇
研
究
室
長
で
し
た
。
岩
波
書
店
の
日
本
古
典
文
学
大
系
に

『
謡
曲
集
』
上
下
二
巻
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
『
謡
曲
集
』
は
横

道
萬
里
雄
と
表
章
と
い
う
二
人
の
先
生
が
校
注
し
て
い
ま
す
。
こ

の
お
二
人
は
戦
後
の
能
楽
研
究
を
ず
っ
と
牽
引
し
て
き
た
方
で
、

能
楽
研
究
に
か
か
わ
る
人
で
こ
の
二
人
の
影
響
を
受
け
て
い
な
い

人
は
い
な
い
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
の
横
道
先
生
が
謡
・
囃

子
・
舞
の
実
技
に
詳
し
い
研
究
者
だ
っ
た
ん
で
す
。
能
・
狂
言
の

研
究
は
、
だ
い
た
い
文
学
部
の
国
文
科
を
出
た
人
に
よ
っ
て
進
め

ら
れ
て
き
ま
し
た
の
で
、
文
学
研
究
、
次
に
歴
史
研
究
が
先
行
し

ま
し
た
。
文
学
研
究
・
歴
史
研
究
は
昭
和
三
〇
～
四
〇
年
代
に
な

る
と
相
当
な
と
こ
ろ
ま
で
進
ん
で
い
ま
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず

技
法
研
究
は
横
道
先
生
以
外
は
あ
ま
り
し
て
い
な
か
っ
た
。
能
の

実
際
面
、
技
法
的
な
こ
と
の
解
説
や
講
演
が
必
要
な
場
で
は
、
い

つ
も
、
そ
れ
は
横
道
さ
ん
、
あ
あ
、
そ
う
い
う
こ
と
は
横
道
さ
ん

と
い
う
具
合
で
し
た
。
そ
れ
で
横
道
先
生
は
「
も
っ
と
技
法
の
こ

と
を
ち
ゃ
ん
と
勉
強
す
る
研
究
者
が
増
え
な
い
と
い
け
な
い
」
と

思
わ
れ
て
、
様
々
な
研
究
者
や
先
生
方
に
「
能
楽
技
法
研
究
会
と

い
う
の
を
作
ろ
う
と
思
う
。
三
五
歳
未
満
の
若
者
を
紹
介
し
て
ほ

し
い
」
と
い
う
回
状
を
回
し
ま
し
た
。
私
、
そ
の
と
き
二
八
歳
で

し
た
。
そ
こ
で
国
語
の
教
師
を
し
な
が
ら
毎
週
水
曜
日
に
四
時

間
、
四
時
か
ら
六
時
ま
で
、
そ
れ
か
ら
昼
休
み
な
ら
ぬ
夕
休
み
が

あ
り
、
七
時
か
ら
九
時
ま
で
。
こ
れ
に
三
年
間
参
加
し
ま
し
た
。

夏
休
み
や
冬
休
み
に
は
集
中
講
義
が
あ
り
ま
し
た
。

　

元
々
、
実
際
に
見
る
こ
と
、
鑑
賞
す
る
こ
と
が
と
て
も
好
き
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だ
っ
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
横
道
先
生
の
技
法
研
究
会
に
入
っ
た

こ
と
で
、
よ
り
実
際
的
に
演
技
・
演
出
の
勉
強
を
す
る
こ
と
が
中

心
に
な
り
ま
し
た
。

池
田　

小
林
先
生
や
横
道
先
生
と
い
う
い
い
指
導
者
に
巡
り
合
っ

た
の
で
す
ね
。

羽
田　

運
が
よ
か
っ
た
と
い
う
か
、
い
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
巡
り

合
っ
た
ん
で
す
ね
。
そ
れ
ま
で
は
、
能
も
歌
舞
伎
も
併
行
し
て
見

な
が
ら
（
こ
れ
は
今
も
っ
て
そ
う
で
す
け
ど
）、
学
生
時
代
の
延

長
で
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
歌
舞
伎
の
ほ
う
に
志
向
が
強
く
て
、

『
演
劇
界
』
と
い
う
歌
舞
伎
の
雑
誌
の
俳
優
論
や
劇
評
の
懸
賞
募

集
に
応
募
し
て
入
選
し
た
り
し
た
も
の
で
す
か
ら
、
劇
評
と
か
解

説
的
な
文
章
を
書
か
せ
て
も
ら
っ
た
り
し
て
い
た
ん
で
す
が
、
能

楽
技
法
研
究
会
を
経
て
、
文
化
財
研
究
所
に
入
っ
て
以
後
は
、
能

楽
の
ほ
う
に
重
心
を
置
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

『
昭
和
の
能
楽　

名
人
列
伝
』

池
田　

横
道
先
生
の
ご
影
響
も
あ
っ
た
ん
で
し
ょ
う
か
。
や
は
り

実
際
に
舞
台
を
ご
覧
に
な
っ
て
研
究
さ
れ
る
と
い
う
、
そ
の
お
仕

事
の
集
大
成
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た

『
昭
和
の
能
楽　

名
人
列
伝
』
と
い
う
ご
著
書
を
淡
交
社
か
ら
今

年
（
二
〇
一
七
年
）
の
三
月
に
お
出
し
に
な
っ
た
。
新
書
版
で
す

が
、
そ
の
中
に
び
っ
し
り
昭
和
の
能
舞
台
を
彩
っ
た
名
人
た
ち
の

お
話
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
拝
読
す
る
と
先
生
は
本
当
に
よ

く
ご
覧
に
な
っ
て
い
る
ん
で
す
ね
。
こ
の
人
の
こ
う
い
う
舞
台
の

こ
う
い
う
と
こ
ろ
が
よ
か
っ
た
、
こ
の
瞬
間
が
よ
か
っ
た
、
そ
う

い
う
書
き
方
を
沢
山
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
そ
の

刹
那
刹
那
の
現
実
、
現
場
を
捉
え
て
書
い
て
お
ら
れ
る
上
、
沢
山

の
資
料
に
当
た
っ
て
師
弟
関
係
や
年
月
を
書
い
て
お
ら
れ
ま
す
。

『
昭
和
の
能
楽　

名
人
列
伝
』
の
よ
う
な
本
は
あ
ま
り
な
い
ん
で

す
よ
ね
。

羽
田　

歌
舞
伎
や
新
劇
の
も
の
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
能
に
関
し

て
は
意
外
に
あ
り
そ
う
で
な
か
っ
た
ん
で
す
ね
。
あ
る
一
人
に
つ

い
て
の
詳
し
い
評
伝
と
い
う
の
は
何
人
か
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
、

三
三
人
扱
っ
て
い
る
の
は
珍
し
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

私
は
昭
和
三
三
年
か
ら
能
を
見
始
め
た
の
で
、
三
三
人
の
う
ち

一
〇
人
は
拝
見
し
て
い
ま
せ
ん
。
で
す
の
で
、
こ
れ
は
調
べ
て
書

か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

池
田　

考
え
て
み
る
と
、
特
に
シ
テ
方
の
場
合
に
は
、
面
を
か
け
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て
演
技
を
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、
歌
舞
伎
や
新
劇
の
俳
優

さ
ん
み
た
い
に
顔
が
も
ろ
に
出
て
い
な
い
、
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で

の
名
人
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
、
シ
テ
方
が
お
顔

を
見
せ
て
舞
台
を
勤
め
る
こ
と
も
あ
る
の
で
す
か
。

羽
田　

そ
う
で
す
ね
。
三
〇
パ
ー
セ
ン
ト
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
か
、

直ひ
た

面め
ん

と
言
い
ま
し
て
、
能
の
中
に
も
面
を
か
け
な
い
、
素
顔
で
や

る
役
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
シ
テ
以
外
に
、
地
謡
や
後
見

の
役
で
出
た
り
、
仕
舞
と
か
舞
囃
子
と
か
い
う
部
分
演
奏
は
面
を

か
け
ま
せ
ん
か
ら
、
能
楽
堂
に
よ
く
通
っ
て
い
る
人
に
は
顔
を
晒

し
て
い
る
場
面
も
多
い
わ
け
で
す
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
歌

舞
伎
そ
の
他
の
芸
能
同
様
、
ミ
ー
ハ
ー
的
な
見
方
を
す
れ
ば
、
イ

ケ
メ
ン
で
あ
る
が
ゆ
え
に
人
気
が
あ
る
と
か
（
会
場
笑
）、
そ
う

い
う
シ
テ
方
も
い
る
こ
と
は
い
る
ん
で
す
、
当
然
。

池
田　

こ
の
三
三
人
の
中
で
先
生
が
一
番
お
好
き
な
方
を
あ
げ
る

と
す
れ
ば
、
ど
な
た
で
し
ょ
う
か
。

羽
田　

一
人
は
難
し
い
ん
で
す
が
、
個
人
的
に
好
き
と
い
う
だ
け

で
は
な
く
、
現
在
に
至
る
ま
で
戦
後
の
能
楽
界
に
大
き
な
影
響
を

与
え
た
方
と
し
て
観
世
寿
夫
を
あ
げ
た
い
で
す
ね
。

池
田　

あ
、
私
が
ご
著
書
か
ら
先
生
の
ご
文
章
を
読
み
上
げ
よ
う

と
思
っ
て
い
た
方
で
す
。
こ
れ
は
打
ち
合
わ
せ
し
て
ご
ざ
い
ま
せ

ん
。
寿
夫
さ
ん
を
あ
げ
た
理
由
を
詳
し
く
お
話
し
し
て
頂
け
な
い

で
し
ょ
う
か
。

羽
田　

こ
の
方
は
い
わ
ゆ
る
正
統
的
な
意
味
で
、
謡
も
舞
も
大
変

に
優
れ
た
、
高
度
な
演
技
力
を
持
っ
て
い
た
人
で
す
。
非
常
に
上

手
で
し
た
。
声
も
よ
か
っ
た
。
そ
れ
の
み
な
ら
ず
、
能
を
愛
好
し

趣
味
で
や
っ
て
い
る
人
に
受
け
れ
ば
い
い
と
い
う
能
の
伝
承
の
仕

方
も
あ
り
ま
す
が
、
現
代
の
芸
術
と
し
て
の
能
、
稽
古
を
し
て
い

な
く
と
も
、
例
え
ば
映
画
や
演
劇
や
舞
踊
に
も
通
じ
る
よ
う
な
、

現
代
人
に
ア
ピ
ー
ル
す
る
、
そ
の
た
め
に
は
能
が
ど
う
あ
る
べ
き

か
を
追
究
す
る
た
め
の
勉
強
を
し
た
人
で
す
ね
。
そ
の
勉
強
も
、

た
だ
新
し
い
こ
と
を
取
り
入
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
昔
の
型

付
を
研
究
し
た
り
、
も
ち
ろ
ん
現
代
芸
術
の
演
出
家
や
音
楽
家
と

交
際
を
深
め
た
り
と
苦
闘
し
、
悩
み
な
が
ら
新
し
い
運
動
を
し
た

ん
で
す
ね
。

池
田　

観
世
寿
夫
さ
ん
は
昭
和
五
三
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
方
で
す

か
ら
、
新
劇
界
な
ど
で
の
活
躍
も
、
皆
さ
ん
ご
存
知
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。

　

寿
夫
さ
ん
に
つ
い
て
お
書
き
に
な
っ
た
先
生
の
文
章
の
出
だ
し
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が
日
本
語
と
し
て
、
す
ご
く
い
い
の
で
、
数
行
読
ま
せ
て
下
さ
い
。

能
を
茶
の
湯
や
生
け
花
の
よ
う
な
遊
芸
と
同
列
に
扱
う
な
ら
話

は
別
だ
が
、
そ
う
で
は
な
く
、
歌
舞
伎
や
現
代
の
演
劇
・
音
楽

と
な
ら
ぶ
舞
台
芸
術
と
認
識
し
鑑
賞
す
る
な
ら
ば
、
1
9
4
0

年
代
後
半
か
ら
70
年
代
後
半
、
い
わ
ゆ
る
戦
後
の
時
代
に
あ
っ

て
、
観
世
寿
夫
の
い
な
い
能
楽
界
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な

い
だ
ろ
う
。
観
世
寿
夫
以
前
に
寿
夫
の
よ
う
な
能
役
者
は
い
な

か
っ
た
し
、
観
世
寿
夫
以
後
に
寿
夫
の
影
響
を
受
け
な
か
っ

た
、
あ
る
い
は
寿
夫
を
意
識
し
な
か
っ
た
能
役
者
は
い
な
い
だ

ろ
う
。
そ
れ
く
ら
い
近
現
代
の
能
楽
界
で
の
観
世
寿
夫
は
、
独

自
の
屹き

つ

立り
つ

し
た
存
在
だ
っ
た
。

　

こ
う
い
う
書
き
出
し
な
ん
で
す
。
小
説
の
始
ま
り
み
た
い
な
感

じ
も
あ
る
し
、
素
晴
ら
し
い
日
本
語
だ
と
思
っ
て
、
今
日
は
こ
の

一
節
を
ご
紹
介
で
き
れ
ば
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
す
。

羽
田　

過
分
に
お
褒
め
を
頂
き
ま
し
て
。

池
田　

ず
っ
と
お
話
を
し
て
い
た
い
ん
で
す
が
、
そ
ろ
そ
ろ
第
二

部
に
行
か
な
い
と
い
け
ま
せ
ん
。

　

先
生
、
天
皇
陛
下
の
生
前
の
ご
退
位
が
決
ま
っ
て
、
平
成
と
い

う
時
代
の
締
め
括
り
が
見
え
て
来
た
と
こ
ろ
な
ん
で
す
が
、
こ
の

ご
本
の
続
き
、『
平
成
の
能
楽　

名
人
列
伝
』
を
お
書
き
に
な
り

ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。

羽
田　

ち
ょ
っ
と
無
理
で
す
ね
え
。

池
田　

二
〇
一
六
年
度
の
『
武
蔵
野
大
学
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
紀

要
』
に
も
ご
論
文
「
観
世
流
片
山
家
の
事
績
と
芸
統
」
を
書
い
て

お
ら
れ
ま
す
。
我
々
学
者
の
世
界
で
、
先
生
の
お
歳
に
な
っ
て
新

し
い
ご
本
や
論
文
を
お
出
し
に
な
る
こ
と
は
少
な
い
ん
で
す
。
そ

う
い
う
意
味
で
は
、
今
日
は
先
生
に
色
々
お
う
か
が
い
で
き
て
大

変
嬉
し
く
思
い
ま
し
た
。『
昭
和
の
能
楽
』
の
続
編
『
平
成
の
能

楽　

名
人
列
伝
』
を
さ
ら
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
ど
う
も

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
で
は
こ
こ
で
、
お
能
で
い
う
中
入
に
な
り
ま
す
。
趣
向
を

変
え
て
、
先
ほ
ど
ご
紹
介
し
た
現
セ
ン
タ
ー
長
の
三
浦
先
生
に
セ

ン
タ
ー
の
歴
史
を
語
っ
て
頂
き
ま
す
。
そ
の
後
、
お
二
人
に
ご
登

壇
頂
い
て
、
私
が
お
二
人
か
ら
お
話
を
う
か
が
う
第
三
部
、
と
い

う
予
定
に
な
り
ま
す
。
ど
う
ぞ
終
わ
り
ま
で
お
付
き
合
い
を
頂
き

た
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
こ
こ
で
第
一
部
終
了
で
す
。
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第
二
部　

能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の
四
五
年

能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の
概
要

三
浦　

池
田
先
生
に
ご
紹
介
頂
き
ま
し
た
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
長

の
三
浦
裕
子
で
す
。
狂
言
の
作
品
の
中
に
時
代
区
分
を
表
す
言
葉

と
し
て
、
大
昔
・
中な

か

昔
・
当
世
様よ

う

と
い
う
も
の
が
出
て
き
ま
す
。

能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の
四
五
年
を
大
昔
・
中
昔
・
当
世
様
に
分
け

て
、
駆
け
足
な
が
ら
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
で
ご
紹
介
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
池
田
先
生
と
羽
田
先
生
の
対
談
が
能
の
前
場
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
私
は
狂
言
方
が
勤
め
る
間
狂
言
の
雰
囲
気
で
お
話

を
進
め
て
い
き
ま
す
。

　

能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の
特
徴
で
す
が
、
研
究
機
関
で
あ
り
、
専

門
図
書
館
で
あ
り
、
ア
ー
カ
イ
ブ
と
し
て
資
料
収
集
を
し
、
学
生

へ
の
対
応
も
し
て
い
る
教
育
機
関
で
も
あ
る
。
公
開
講
座
や
狂
言

鑑
賞
会
な
ど
を
通
じ
て
能
・
狂
言
の
啓
蒙
活
動
に
も
力
を
注
ぐ
な

ど
、
非
常
に
欲
張
り
な
形
で
事
業
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は

四
五
年
の
歴
史
が
あ
っ
た
か
ら
、
今
日
、
多
角
的
な
活
動
を
行
う

こ
と
が
可
能
な
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
狂
言
の
時
代
区
分
の
大
昔
・
中
昔
・
当
世

様
を
セ
ン
タ
ー
の
歴
史
に
当
て
は
め
る
と
、
大
昔
が
草
創
期
で
、

そ
れ
は
一
九
七
二
年
の
設
立
時
か
ら
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
中

昔
を
転
換
期
の
一
九
九
六
年
か
ら
、
当
世
様
を
発
展
期
と
し
て

二
〇
〇
二
年
か
ら
、
と
し
て
み
ま
し
た
。

大
昔
─
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の
草
創
期

　

大
昔
の
創
成
期
、
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
は
二
号
館
三
階
に
あ
っ

た
日
本
文
学
科
研
究
室
の
片
隅
に
間
借
り
す
る
形
で
設
立
さ
れ
ま

し
た
。
四
五
年
前
の
一
九
七
二
年
は
日
中
国
交
正
常
化
や
沖
縄
返

還
が
実
現
し
た
、
一
種
の
時
代
の
勢
い
を
感
じ
さ
せ
る
年
で
す
。

　

能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
に
は
顧
問
が
二
人
お
ら
れ
ま
し
た
。
一
人

が
土
岐
善
麿
先
生
で
す
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
で
あ
り
、
歌
人
で
あ

り
、
国
文
学
者
だ
っ
た
方
で
、
喜
多
流
一
五
世
宗
家
の
喜
多
実
先

生
と
二
人
し
て
新
作
能
を
作
っ
た
方
で
し
た
。
も
う
一
人
は
古
川

久
先
生
と
い
う
能
楽
研
究
者
で
し
た
。
運
営
委
員
に
は
安
藤
常
次

郎
先
生
・
増
田
正
造
先
生
・
小
林
責
先
生
が
い
て
、
日
本
文
学
科

助
手
の
加
藤
歌
子
さ
ん
が
セ
ン
タ
ー
の
助
手
を
兼
任
し
ま
し
た
。

人
員
も
間
借
り
し
て
い
た
時
代
だ
っ
た
の
で
す
ね
。
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当
時
の
日
本
文
学
科
に
は
専
任
教
員
が
九
名
い
て
、
そ
の
う
ち

土
岐
先
生
・
安
藤
先
生
・
増
田
先
生
・
小
林
先
生
が
能
楽
研
究
者

で
し
た
（
古
川
先
生
は
七
四
年
か
ら
専
任
の
教
授
）。
文
学
部
の

教
員
九
名
の
う
ち
四
名
が
能
楽
研
究
者
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、

大
学
の
文
学
部
と
し
て
は
あ
る
意
味
バ
ラ
ン
ス
を
欠
い
て
い
た
ん

で
す
け
れ
ど
も
、
能
楽
研
究
者
が
当
時
の
武
蔵
野
女
子
大
学
に

揃
っ
て
い
た
の
で
、
増
田
先
生
が
発
案
者
と
な
っ
て
能
楽
資
料
セ

ン
タ
ー
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
し
ょ
う
。
時
代
の
勢

い
と
教
員
が
揃
っ
て
い
た
わ
け
で
す
。

　

運
営
委
員
の
安
藤
先
生
・
増
田
先
生
・
小
林
先
生
と
顧
問
の
土

岐
先
生
・
古
川
先
生
の
五
人
の
能
楽
研
究
の
方
向
性
が
、
現
在
の

セ
ン
タ
ー
の
活
動
の
基
盤
を
作
っ
た
と
言
え
ま
す
。

　

そ
の
方
向
性
と
は
、
第
一
に
、
五
人
の
先
生
方
の
研
究
や
創
作

の
着
眼
点
が
「
能
・
狂
言
は
演
劇
で
あ
る
」
と
い
う
点
で
す
。
文

学
と
し
て
読
む
だ
け
で
は
な
く
実
技
を
習
得
す
る
、
新
作
能
を
創

作
す
る
。
そ
の
よ
う
な
実
践
を
大
事
に
し
た
方
た
ち
で
し
た
。

　

第
二
に
、
狂
言
に
対
す
る
興
味
が
非
常
に
深
か
っ
た
。
一
昔
前

ま
で
は
狂
言
と
能
と
は
同
列
に
扱
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。

狂
言
の
ほ
う
が
一
段
低
く
思
わ
れ
て
い
た
。
そ
ん
な
時
代
に
小
林

先
生
は
狂
言
の
研
究
を
始
め
ら
れ
ま
し
た
。
他
の
先
生
方
も
狂
言

に
深
い
愛
情
を
注
い
で
お
ら
れ
ま
し
た
。
古
川
先
生
も
小
林
先
生

も
羽
田
先
生
も
狂
言
の
お
稽
古
を
な
さ
っ
て
い
ま
し
た
し
、
古
川

先
生
は
「
奈
須
与
市
語
」
ま
で
披
か
れ
た
と
聞
い
て
お
り
ま
す
。

　

第
三
に
、
現
代
に
生
き
る
能
・
狂
言
と
い
う
こ
と
を
意
識
し
て

お
ら
れ
ま
し
た
。
能
・
狂
言
は
六
〇
〇
年
以
上
の
歴
史
を
持
っ
て

い
ま
す
の
で
古
い
時
代
の
研
究
を
す
る
の
が
主
流
で
し
た
が
、
セ

ン
タ
ー
は
近
現
代
の
能
楽
に
も
着
目
し
、
例
え
ば
、
演
能
パ
ン
フ

レ
ッ
ト
類
を
積
極
的
に
収
集
し
て
き
ま
し
た
し
、
現
在
で
も
そ
れ

を
継
続
し
て
い
ま
す
。

中
昔
─
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の
転
換
期

　

能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の
転
換
期
で
あ
る
中
昔
を
一
九
九
六
年
か

ら
と
し
た
の
は
、
セ
ン
タ
ー
は
『
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
紀
要
』
と

い
う
研
究
報
告
書
を
発
行
し
て
き
ま
し
た
が
、
従
来
は
不
定
期
に

五
～
六
頁
の
薄
い
も
の
を
出
し
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
一
三
三
頁

に
及
ぶ
第
八
号
を
出
し
た
の
が
一
九
九
六
年
度
、
以
降
、
毎
年
発

行
し
て
い
ま
す
。
こ
の
あ
た
り
か
ら
研
究
所
と
し
て
充
実
し
て
き

た
わ
け
で
す
。
そ
れ
ま
で
は
資
料
を
収
集
す
る
の
に
精
一
杯
だ
っ
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た
の
で
す
が
、
中
昔
か
ら
資
料
を
収
集
し
つ
つ
、
そ
の
資
料
を
使

う
よ
う
な
研
究
を
推
進
す
る
、
そ
ん
な
時
代
に
入
っ
た
の
で
す
。

　

羽
田
先
生
は
一
九
七
四
年
四
月
か
ら
非
常
勤
講
師
と
し
て
本
学

に
来
ら
れ
、
二
〇
〇
〇
年
か
ら
文
学
部
の
教
授
に
な
り
ま
し
た
。

中
昔
に
本
学
の
教
授
に
な
り
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
長
を
務
め
、
セ

ン
タ
ー
の
活
動
を
拡
充
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。

当
世
様
─
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の
発
展
期

　

当
世
様
を
発
展
期
と
位
置
付
け
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
と
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
啓
蒙
活
動
を
発
展
さ
せ
た
時
期
か
と
思
い
ま
す
。
な

ぜ
二
〇
〇
二
年
か
と
言
い
ま
す
と
、
組
み
立
て
式
の
能
舞
台
が
完

成
し
た
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
私
ど
も
が
欲
し
い
と
陳
情
し
た
の
で
は

な
く
、
当
時
の
学
長
、
現
在
の
学
院
長
で
あ
る
田
中
教
照
先
生
が
、

武
蔵
野
女
子
学
院
の
中
高
の
生
徒
に
狂
言
を
見
せ
た
い
と
思
わ
れ
、

組
み
立
て
式
能
舞
台
を
作
り
た
い
と
言
わ
れ
た
の
で
す
。
当
時
、

私
が
学
長
室
に
呼
ば
れ
、
そ
の
ご
意
向
を
う
か
が
い
ま
し
た
。

　

組
み
立
て
式
能
舞
台
が
完
成
し
、
二
〇
〇
二
年
に
セ
ン
タ
ー
開

設
三
〇
周
年
を
迎
え
、
そ
の
記
念
の
能
・
狂
言
鑑
賞
会
が
催
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
、
〇
五
年
か
ら
狂
言
鑑
賞
会
が
始
ま
り
ま
し

た
。
羽
田
先
生
が
セ
ン
タ
ー
長
の
時
代
で
、
狂
言
師
の
方
へ
の
出

演
交
渉
や
曲
目
の
選
定
な
ど
に
ご
尽
力
下
さ
い
ま
し
た
。

　

会
場
の
雪
頂
講
堂
の
客
席
数
は
約
五
〇
〇
席
で
す
。
例
年
、
鑑

賞
を
希
望
す
る
方
が
殺
到
し
ま
す
の
で
、
厳
し
い
抽
選
に
な
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
今
年
も
一
五
〇
〇
名
以
上
の
方
が
落
選
し
て
し
ま

い
ま
し
た
。
い
つ
も
申
し
訳
な
く
思
い
つ
つ
、
い
い
形
で
狂
言
を

皆
様
に
鑑
賞
し
て
頂
け
る
環
境
を
作
り
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

当
日
は
皆
様
が
温
か
く
見
て
下
さ
い
ま
す
の
で
、
狂
言
師
の
方
も

「
と
て
も
い
い
お
客
様
だ
っ
た
」
と
褒
め
て
下
さ
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
に
鑑
賞
会
は
毎
回
、
大
成
功
を
収
め
て
い
ま
す
。

　

能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
は
公
開
講
座
も
催
し
て
い
ま
す
。
例
え

ば
、
本
学
が
創
立
九
〇
周
年
の
年
に
、
人
間
国
宝
の
野
村
万
作
先

生
が
狂
言
人
生
八
〇
年
を
迎
え
ら
れ
た
の
で
、
羽
田
先
生
を
聞
き

手
に
「
狂
言
人
生
八
〇
年
を
語
る
」
を
語
っ
て
頂
き
ま
し
た
。
野

村
萬
斎
先
生
に
は
ご
持
参
下
さ
っ
た
狂
言
面
や
狂
言
装
束
を
用
い

て
「
猿
に
始
ま
り
狐
に
終
わ
る
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
お
話
し
頂
き

ま
し
た
。
萬
斎
先
生
フ
ァ
ン
の
何
人
か
が
当
日
は
早
朝
五
時
に
い

ら
し
て
、
午
後
の
開
場
時
刻
ま
で
会
場
前
で
静
か
に
並
ん
で
待
っ

て
い
て
下
さ
い
ま
し
た
。
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こ
の
度
、
日
本
芸
術
院
会
員
に
な
ら
れ
た
人
間
国
宝
の
山
本
東

次
郎
先
生
に
は
先
日
、
五
〇
年
前
に
制
作
さ
れ
た
東
映
教
育
映
画

《
狂
言
》
に
ご
出
演
さ
れ
た
、
そ
の
当
時
の
お
話
を
し
て
頂
き
ま

し
た
。

能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
研
究
員
の
活
動

　

こ
こ
で
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
研
究
員
の
活
動
を
少
し
ご
紹
介
し

ま
す
。
羽
田
先
生
は
玄
人
の
狂
言
の
舞
台
に
も
よ
く
出
演
し
て
い

た
と
聞
い
て
い
ま
す
。
一
九
九
七
年
に
観
世
榮
夫
先
生
の
古
稀
の

お
祝
い
の
会
と
し
て
乱ら

ん
の
う能

が
あ
っ
て
、
先
ほ
ど
お
名
前
の
あ
が
っ

た
横
道
先
生
が
狂
言
〈
御
田
〉
の
シ
テ
・
神
主
を
演
じ
る
こ
と
に

な
り
、
羽
田
先
生
、
小
林
先
生
ら
が
早
乙
女
を
勤
め
、
私
が
小
鼓

を
打
た
せ
て
頂
き
ま
し
た
。
他
の
演
目
は
す
べ
て
玄
人
の
能
楽
師

が
演
じ
た
催
し
で
、
そ
れ
に
混
じ
っ
て
素
人
の
研
究
者
が
舞
台
に

立
っ
た
の
で
、
イ
ン
パ
ク
ト
に
欠
け
る
と
思
わ
れ
て
い
た
ん
で
す
。

で
も
、
実
際
は
大
勢
の
男
性
の
研
究
者
が
た
お
や
か
な
早
乙
女
に

扮
し
た
の
で
、、
そ
の
姿
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
見
た
あ
る
能
楽
師
の
方

が
、
不
気
味
だ
な
あ
、
と
い
う
感
想
を
漏
ら
し
た
そ
う
で
す
。
途

中
で
早
乙
女
た
ち
が
謡
を
謡
う
場
面
が
あ
り
、
羽
田
先
生
が
囃
子

に
配
慮
し
た
謡
い
方
を
し
て
下
さ
っ
た
記
憶
が
ご
ざ
い
ま
す
。

　

ア
メ
リ
カ
人
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
エ
マ
ー
ト
先
生
は
英
語
能
制
作

と
実
践
に
携
わ
っ
て
い
て
、
C
D
ま
で
出
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。

　

研
究
員
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
能
楽
研
究
部
と
能
楽
資
料
セ
ン

タ
ー
は
非
常
に
親
し
い
関
係
に
あ
り
ま
し
た
。
能
楽
研
究
部
は
、

文
学
部
が
創
設
さ
れ
た
一
九
六
五
年
に
創
部
さ
れ
た
学
生
ク
ラ
ブ

で
、
当
初
は
喜
多
実
先
生
の
お
稽
古
を
受
け
（
実
際
は
塩
津
哲

生
先
生
に
代
稽
古
を
し
て
頂
き
ま
し
た
）、
現
在
は
佐
々
木
多
門

先
生
が
師
範
を
務
め
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
私
の
助
手
時
代
、
部

員
た
ち
が
よ
く
セ
ン
タ
ー
に
来
て
調
べ
物
を
し
、
と
き
に
喧
嘩
し

て
い
ま
し
た
。
何
で
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
喧
嘩
す
る
の
か
、
エ
ネ

ル
ギ
ー
に
溢
れ
て
い
る
学
生
た
ち
を
羨
ま
し
く
思
っ
た
り
し
ま
し

た
。
実
技
を
修
め
て
い
る
、
そ
の
部
分
で
お
互
い
共
感
す
る
と
こ

ろ
が
大
き
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
昔
の
部
員
た
ち
と
の
写
真
を
見

る
と
、
同
志
の
よ
う
な
意
識
で
過
ご
し
て
い
た
時
間
が
懐
か
し
く

蘇
っ
て
き
ま
す
。
今
日
、
能
楽
研
究
部
を
含
め
、
学
生
の
ク
ラ
ブ

活
動
離
れ
が
進
ん
で
い
る
よ
う
に
聞
き
ま
す
が
、
能
楽
研
究
部
が

ま
た
セ
ン
タ
ー
を
活
用
し
て
研
究
に
実
技
に
励
ん
で
も
ら
え
れ
ば

と
思
い
ま
す
。
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能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の
未
来

　

最
後
に
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の
未
来
に
つ
い
て
少
し
考
え
た
い

と
思
い
ま
す
。
長
大
な
計
画
と
い
う
よ
り
、
地
道
に
一
歩
一
歩
先

に
進
ん
で
い
く
計
画
と
し
て
、
近
現
代
に
強
い
セ
ン
タ
ー
で
す
の

で
、
近
代
能
楽
史
の
解
明
を
さ
ら
に
行
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
来

年
の
二
〇
一
八
年
は
明
治
維
新
一
五
〇
年
と
い
う
節
目
の
年
に
当

た
り
ま
す
。
明
治
維
新
の
激
動
期
を
乗
り
越
え
た
能
役
者
に
初
世

梅
若
実
と
い
う
人
が
い
ま
し
た
。
そ
の
曾
孫
が
梅
若
玄
祥
先
生
で

す
。
人
間
国
宝
・
日
本
芸
術
院
会
員
で
、
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の

研
究
員
も
務
め
て
下
さ
っ
て
い
ま
す
。
梅
若
実
が
六
〇
年
に
わ

た
っ
て
綴
っ
た
『
梅
若
実
日
記
』
の
出
版
に
セ
ン
タ
ー
研
究
員
は

協
力
し
、
そ
れ
を
読
み
込
ん
で
近
代
に
能
楽
が
再
生
し
た
過
程
を

明
ら
か
に
し
て
き
ま
し
た
。
今
後
も
そ
れ
を
継
続
し
て
、
能
楽
界

に
寄
与
で
き
た
ら
と
思
い
ま
す
。

　

も
う
一
つ
は
能
・
狂
言
の
普
及
で
す
。
文
学
や
美
術
は
一
度
形

が
で
き
る
と
、
そ
の
時
代
に
た
と
え
受
け
入
れ
ら
れ
な
く
て
も
後

世
に
評
価
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
能
・
狂
言
の

よ
う
な
舞
台
芸
術
は
同
時
代
の
観
客
が
い
て
初
め
て
成
立
す
る
も

の
で
す
か
ら
、
観
客
が
い
な
け
れ
ば
廃
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

二
〇
二
〇
年
に
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が
開

催
さ
れ
ま
す
の
で
、
能
・
狂
言
を
初
め
古
典
芸
能
が
注
目
さ
れ
て

い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
し
か
し
五
輪
が
終
わ
っ
た
ら
ど
う
な
る

ん
だ
ろ
う
か
、
そ
ん
な
危
機
感
を
漠
然
と
抱
い
て
お
り
、
皆
様
に

は
温
か
く
も
厳
し
い
目
で
能
・
狂
言
を
見
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
た
め
に
能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
が
お
役
に
立
て
れ
ば
、
と

い
う
思
い
で
狂
言
鑑
賞
会
や
公
開
講
座
を
催
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
で
は
、
間
狂
言
の
私
の
お
話
を
終
わ
り
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。
ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

第
三
部　

鼎
談
「
能
楽
の
魅
力
再
発
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝『
幽
玄
の
世
界
』
本
質
論
」

幽
玄
と
い
う
言
葉

池
田　

第
三
部
に
「
能
楽
の
魅
力
再
発
見
＝
『
幽
玄
の
世
界
』
本

質
論
」
と
い
う
名
前
を
付
け
た
ん
で
す
が
、
こ
こ
か
ら
は
私
が
お

二
人
の
先
生
に
、
能
楽
の
魅
力
再
発
見
と
い
う
こ
と
で
色
々
う
か

が
っ
て
い
き
ま
す
。
素
人
の
私
に
ど
れ
だ
け
の
こ
と
が
で
き
る
か

わ
か
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、「
よ
う
こ
そ
幽
玄
の
世
界
へ
」
と
い
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う
特
別
講
座
の
タ
イ
ト
ル
に
、
現
代
的
な
新
し
い
切
り
口
で
入
り

込
ん
で
い
け
た
ら
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

　
「
幽
玄
」
に
つ
い
て
能
楽
の
事
典
類
を
読
み
ま
す
と
、「
世
阿
弥

用
語
で
、
能
が
理
想
的
境
地
と
し
た
優
雅
さ
を
指
す
語
」
と
い
う

こ
と
が
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
素
人
に
は
も
う
一
つ
よ
く
わ
か
ら

な
い
と
い
う
印
象
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。「
幽
玄
」
と
い
う
言

葉
は
元
々
は
和
歌
の
世
界
で
使
わ
れ
た
概
念
と
も
聞
い
て
お
り
ま

す
け
れ
ど
も
、
三
浦
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

三
浦　

私
は
和
歌
の
専
門
家
で
は
な
い
の
で
中
途
半
端
な
知
識
で

し
か
お
答
え
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
元
々
「
幽
玄
」
と
い
う
言

葉
は
中
国
で
言
わ
れ
て
い
た
も
の
で
、
そ
れ
が
日
本
に
輸
入
さ
れ

た
と
き
に
、
と
て
も
雰
囲
気
の
あ
る
言
葉
だ
っ
た
の
で
、
和
歌
の

世
界
で
重
用
さ
れ
、
余
情
・
余
韻
な
ど
目
に
捉
え
ら
れ
な
い
よ
う

な
概
念
を
「
幽
玄
」
と
い
う
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。

　

そ
れ
が
世
阿
弥
に
な
り
ま
す
と
、
子
供
の
姿
の
よ
う
な
、
パ
ッ

と
見
て
わ
か
る
華
や
か
な
優
美
さ
を
「
幽
玄
」
と
言
っ
て
い
ま

す
。
今
回
、
池
田
先
生
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
た
と
き
に
、
先
生
か

ら
禅
の
公
案
の
よ
う
な
本
質
的
な
課
題
を
出
さ
れ
て
、
鈍
い
私
な

り
に
考
え
て
み
ま
し
た
。
世
阿
弥
の
素
晴
ら
し
さ
の
一
つ
に
、
前

時
代
の
言
葉
な
ど
を
借
り
て
き
て
、
確
信
犯
的
に
意
味
を
変
え
な

が
ら
自
分
の
言
葉
と
し
て
利
用
し
た
と
こ
ろ
が
あ
る
よ
う
に
思
い

ま
す
。「
幽
玄
」
な
ど
は
ま
さ
に
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

池
田　

羽
田
先
生
、
何
か
ご
意
見
は
ご
ざ
い
ま
す
か
。

羽
田　

三
浦
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
通
り
で
す
。「
幽
玄
」
は
少

し
誤
解
さ
れ
て
い
る
面
も
あ
り
ま
す
。「
幽
」
は
、
か
す
か
な
と

か
奥
深
い
、「
玄
」
も
黒
い
と
か
奥
深
い
と
い
う
意
味
で
す
ね
。

だ
か
ら
、
と
か
く
閑
寂
枯
淡
な
世
界
の
よ
う
に
思
わ
れ
が
ち
で
、

輸
入
さ
れ
た
当
時
の
「
幽
玄
」
に
は
老
荘
思
想
な
ど
と
の
関
係
も

あ
り
、
そ
う
い
う
面
も
あ
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少
な
く

と
も
歌
道
の
正
徹
や
世
阿
弥
が
い
う
「
幽
玄
」
は
、「
わ
び
」
や

「
さ
び
」
と
は
程
遠
い
、
優
美
さ
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

仮
面
劇
と
し
て
の
能

池
田　

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
皆
さ
ん
に
「
幽
玄
」
の
イ

メ
ー
ジ
を
つ
か
ん
で
頂
い
て
、
今
日
は
さ
ら
に
一
つ
の
新
し
い
切

り
口
に
な
る
か
ど
う
か
や
っ
て
み
た
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
。
先

ほ
ど
ご
紹
介
し
た
三
浦
先
生
の
ご
著
書
『
面
か
ら
た
ど
る
能
楽

百
一
番
』
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
面
か
ら
見
た
能
の
魅
力
と
、
そ
れ
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が
両
先
生
が
お
話
し
下
さ
っ
た
幽
玄
の
イ
メ
ー
ジ
に
ど
う
い
う
ふ

う
に
ア
プ
ロ
ー
チ
で
き
る
か
、
そ
れ
を
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま

す
。
三
浦
先
生
、
こ
の
ご
著
書
で
面
に
着
目
さ
れ
た
理
由
を
お
話

し
頂
け
ま
す
か
。

三
浦　

池
田
先
生
は
い
つ
も
鋭
く
確
固
た
る
信
念
を
持
っ
て
ご
質

問
な
さ
る
の
で
、
そ
れ
に
対
し
て
か
な
り
軽
い
お
答
え
に
な
っ
て

し
ま
う
の
で
す
が
…
…
。
能
面
フ
ァ
ン
が
大
勢
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま

す
。
面
打
ち
や
素
人
の
作
家
さ
ん
が
沢
山
い
ら
し
て
、
そ
れ
で
、

能
の
解
説
書
に
能
面
を
絡
め
る
と
本
が
売
れ
る
の
で
は
な
い
か

と
、
そ
う
い
う
出
版
社
の
戦
略
が
あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
堀
安
右

衞
門
先
生
と
い
う
現
代
の
素
晴
ら
し
い
面
打
ち
の
方
の
作
品
を
当

時
の
私
は
沢
山
見
て
お
り
ま
し
た
の
で
、
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
て

淡
交
社
が
企
画
し
た
の
で
す
。

池
田　

先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
外
国
人
の
方
か
ら
の
質
問
と
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ア
メ
リ
カ
に
マ
ス
ク
、
仮
面
劇
と
い
う
の
が
あ
り

ま
す
ね
。
フ
ラ
ン
ス
語
でm

asque

英
語
だ
とm

ask play 

と

い
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
仮
面
劇
と
能
は
ど
う
違
う
の
か
と

い
う
こ
と
を
聞
か
れ
る
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
〈
オ
ペ
ラ
座
の
怪

人
〉
の
マ
ス
ク
は
正
体
を
隠
す
も
の
で
す
よ
ね
。
と
こ
ろ
が
お
能

の
面
と
い
う
の
は
、
そ
の
人
に
な
り
切
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
中

で
誰
が
演
じ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
よ
り
も
、
面
を
か
け
る
こ

と
に
よ
っ
て
力
が
加
わ
る
と
い
う
か
、
イ
メ
ー
ジ
が
加
わ
る
と
い

う
と
こ
ろ
な
ん
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
お
能

が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仮
面
劇
と
ど
う
違
っ
て
い
て
、
お
能
が
究
極
の

仮
面
劇
と
し
て
世
界
で
唯
一
の
高
み
に
上
れ
た
と
い
う
よ
う
な
と

こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
を
三

浦
先
生
に
お
話
し
頂
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

三
浦　

世
界
各
地
の
仮
面
劇
や
仮
面
の
儀
式
に
共
通
す
る
仮
面
の

意
味
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
あ
の
世
か
ら
こ
の
世

に
一
時
的
に
来
訪
す
る
存
在
を
可
視
化
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

先
生
の
言
わ
れ
た
〈
オ
ペ
ラ
座
の
怪
人
〉
の
怪
人
と
は
、
や
は
り

あ
の
世
か
ら
こ
の
世
に
訪
れ
た
存
在
と
し
て
仮
面
を
か
け
る
意
味

も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
の
能
が
仮
面
劇
と
し
て
世
界
最
高
峰
に
あ
る
理
由
を
、
二

つ
の
方
向
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
一
つ
は
、

仮
面
を
用
い
た
演
技
が
非
常
に
洗
練
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
す
。
上

手
な
能
楽
師
が
能
面
を
か
け
る
と
、
そ
の
能
楽
師
の
肉
体
の
一
部

に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
も
う
一
つ
は
、
能
面
自
体
が
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非
常
に
精
巧
な
造
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
特
に
女
面
は
女

性
の
顔
そ
の
も
の
で
、
面
打
ち
か
ら
す
る
と
凹
凸
も
少
な
く
と
て

も
難
し
い
造
形
だ
そ
う
で
す
が
、
そ
の
中
に
芸
術
性
を
込
め
る
の

で
す
。
韓
国
の
仮
面
は
演
技
が
終
わ
る
と
焼
い
て
し
ま
い
ま
す
。

他
国
に
も
焼
却
し
て
し
ま
う
仮
面
が
あ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、

能
面
の
場
合
は
室
町
時
代
の
も
の
が
残
っ
て
い
て
、
焼
く
こ
と
が

で
き
な
い
美
術
品
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

池
田　

演
技
上
、
少
し
上
を
向
く
「
照
ら
す
」
と
い
う
言
葉
が
あ

り
ま
す
ね
。
そ
れ
に
よ
っ
て
性
格
や
気
持
ち
を
表
す
と
い
う
、
そ

う
い
う
微
妙
な
面
の
使
い
方
と
い
う
の
が
、
他
の
国
の
芸
能
や
祝

祭
に
は
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

三
浦　

世
界
の
仮
面
劇
を
す
べ
て
見
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
の
で
断
定
は
で
き
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
多
分
そ
の
繊
細
さ
や
精

巧
さ
、
ま
た
、
能
面
を
か
け
る
と
と
て
も
表
情
が
豊
か
に
な
り
ま

す
の
で
、
能
面
を
使
う
た
め
に
能
楽
師
は
身
体
を
訓
練
し
て
い
ま

す
。
能
の
魅
力
の
一
つ
に
仮
面
劇
で
あ
る
点
が
あ
り
ま
す
ね
。

池
田　

今
度
は
羽
田
先
生
に
少
し
う
か
が
い
た
い
ん
で
す
け
れ

ど
、
シ
テ
が
面
を
か
け
て
、
ワ
キ
が
直
面
で
、
と
い
う
ふ
う
に
、

面
を
か
け
て
い
る
シ
テ
と
、
直
面
の
ワ
キ
の
持
っ
て
い
る
時
間
や

空
間
が
違
う
こ
と
が
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
少

し
わ
か
り
や
す
く
ご
説
明
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

羽
田　

面
を
か
け
る
こ
と
は
、
世
阿
弥
時
代
ま
で
遡
る
と
、
鬼
と

か
神
と
か
こ
の
世
の
者
に
非
ざ
る
者
、
異
形
の
者
の
と
き
だ
け
面

を
か
け
た
ら
し
い
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
女
の
役
に
扮
す
る
と
き
で

も
、
男
の
役
者
が
素
顔
で
鬘
を
被
っ
て
演
じ
て
い
た
よ
う
で
す
。

そ
の
名
残
り
が
狂
言
の
女
の
役
に
残
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち

段
々
と
、
あ
る
意
味
で
リ
ア
リ
ズ
ム
を
追
求
し
、
能
面
の
工
作
技

術
が
発
展
し
、
能
面
の
種
類
も
増
え
、
面
を
か
け
る
役
が
多
く

な
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
で
も
原
則
と
し
て
は
霊
的
な
も
の
、
女

性
や
老
人
に
扮
す
る
と
き
、
人
間
以
外
の
役
に
扮
す
る
と
き
だ
け

面
を
か
け
て
、
そ
う
で
な
い
と
き
は
直
面
な
ん
で
す
ね
、
例
外
は

あ
り
ま
す
が
、
原
則
は
そ
う
な
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
こ
の
世
の
男

性
の
役
は
直
面
な
ん
で
す
ね
。

　

ワ
キ
と
い
う
の
は
ド
ラ
マ
ツ
ル
ギ
ー
上
、
常
に
こ
の
世
の
者
で

男
性
で
す
の
で
直
面
で
す
。
夢
幻
能
の
場
合
、
ワ
キ
と
シ
テ
は
時

間
と
空
間
を
異
に
し
ま
す
か
ら
、
片
方
が
直
面
で
片
方
が
面
を
か

け
て
い
て
も
当
然
な
ん
で
す
が
、
女
の
役
は
常
に
面
を
か
け
て
い

ま
す
か
ら
、
現
在
能
の
場
合
は
男
が
直
面
で
、
例
え
ば
夫
は
直
面
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で
も
妻
は
面
を
か
け
て
い
る
。
能
面
を
か
け
て
い
る
と
、
何
か
霊

的
な
存
在
の
よ
う
に
見
え
た
り
し
て
、
少
し
不
思
議
な
効
果
を
生

む
と
き
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
戯
曲
が
狙
っ
て
い
る
の
と
は
違
う

効
果
だ
っ
た
り
し
ま
す
。

池
田　

三
浦
先
生
、
こ
の
世
の
者
に
用
い
な
い
女
面
に
泥で

い

眼が
ん

と
い

う
も
の
が
あ
っ
て
、
目
に
金
泥
を
使
う
ん
で
す
ね
。

三
浦　

白
目
の
と
こ
ろ
に
金
が
入
る
と
こ
の
世
の
者
で
は
な
い
と

い
う
お
約
束
に
な
っ
て
い
ま
す
。
泥
眼
の
泥
と
い
う
の
は
金
泥
の

こ
と
で
す
か
ら
、
例
え
ば
『
源
氏
物
語
』
の
六
条
御
息
所
が
生
霊

と
な
っ
て
登
場
す
る
と
き
に
は
泥
眼
と
い
う
面
を
か
け
ま
す
。
他

に
は
神
様
で
も
金
が
目
に
入
っ
て
い
る
面
を
使
う
と
、
強
烈
な
存

在
感
を
示
す
神
様
に
な
っ
た
り
と
、
能
面
に
よ
っ
て
あ
る
程
度
記

号
化
さ
れ
る
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

池
田　

や
は
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
仮
面
の
持
っ
て
る
意
味
よ
り
も
相

当
深
く
細
か
い
意
味
合
い
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
感
じ
ま
す
。

羽
田　

特
徴
と
し
て
憑
依
性
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
ね
。
能
面

の
場
合
は
そ
れ
が
と
て
も
強
い
と
思
い
ま
す
。

池
田　

そ
の
憑
依
性
も
含
め
て
、
リ
ア
ル
な
世
界
と
そ
う
で
は
な

い
世
界
を
、
現
在
能
と
夢
幻
能
で
描
き
分
け
て
い
る
ん
て
す
ね
。

羽
田　

シ
テ
も
ワ
キ
も
こ
の
世
の
者
で
現
在
進
行
形
で
ス
ト
ー

リ
ー
が
進
行
す
る
、
こ
れ
は
現
在
能
。
シ
テ
が
神
と
か
幽
霊
で
、

あ
の
世
か
ら
や
っ
て
来
る
、
ワ
キ
だ
け
が
こ
の
世
の
者
、
と
い
う

と
き
は
夢
幻
能
と
い
う
ふ
う
に
分
け
て
い
ま
す
。
じ
つ
は
現
在
能

と
夢
幻
能
の
中
間
的
な
も
の
や
、
両
方
の
要
素
を
持
つ
演
目
も
あ

る
ん
で
す
。
た
だ
概
念
と
し
て
は
、
大
き
く
二
分
し
て
現
在
能
・

夢
幻
能
と
し
て
い
ま
す
。

池
田　

そ
う
す
る
と
能
面
で
時
間
と
空
間
、
あ
る
い
は
世
界
の
違

い
を
表
す
こ
と
も
で
き
る
わ
け
で
す
よ
ね
。

三
浦　

そ
れ
に
、
こ
の
世
と
あ
の
世
が
近
づ
く
時
間
帯
や
ス
ポ
ッ

ト
と
い
う
の
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
例
え
ば
夢
は
あ

の
世
と
こ
の
世
の
接
点
の
場
所
な
の
で
、
そ
れ
で
能
で
は
、
旅
の

お
坊
さ
ん
の
夢
の
中
に
亡
霊
が
現
れ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

池
田　
「
幽
玄
の
世
界
へ
」
と
い
う
と
き
に
、「
幽
玄
」
自
体
の
定

義
も
あ
る
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
面
の
観
点
か
ら
そ
れ
を

探
っ
て
い
く
の
も
一
つ
の
新
し
い
分
析
か
と
思
い
、
今
日
は
両
先

生
に
そ
の
へ
ん
の
お
話
を
お
う
か
が
い
し
た
わ
け
な
の
で
す
。
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ま
と
め
─
今
後
の
展
望

池
田　

最
後
に
お
二
人
に
能
楽
、
あ
る
い
は
能
楽
研
究
の
将
来
や

能
楽
資
料
セ
ン
タ
ー
の
今
後
の
役
割
な
ど
を
自
由
に
お
話
し
頂
け

れ
ば
と
思
い
ま
す
。
羽
田
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

羽
田　

先
ほ
ど
の
近
代
能
楽
史
を
追
究
す
る
の
は
と
て
も
有
意
義

な
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
す
で
に
三
浦
先
生
は
『
梅
若
実
日
記
』

に
拠
る
明
治
能
楽
史
の
研
究
な
ど
で
着
々
と
成
果
を
あ
げ
て
い

ら
っ
し
ゃ
い
ま
す
が
、
今
後
と
も
大
い
に
期
待
し
た
い
と
思
い
ま

す
。

　

そ
れ
と
も
う
一
つ
、
能
の
研
究
や
鑑
賞
の
方
法
は
論
じ
尽
く
さ

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
先
ほ
ど
私
も
謡
の
魅
力
と
い
う
こ
と

を
申
し
ま
し
た
が
、「
見
る
」
こ
と
と
「
聞
く
」
こ
と
、
眼
で
見

て
美
し
い
、
楽
し
い
こ
と
と
、
耳
で
聞
い
て
面
白
い
、
快
い
こ
と

と
、
両
面
あ
る
と
思
い
ま
す
。
ど
ち
ら
も
大
事
な
ん
で
す
が
、
今

の
世
の
中
は
全
体
的
に
見
る
こ
と
の
魅
力
を
見
出
そ
う
と
す
る
、

少
し
そ
ち
ら
に
偏
り
過
ぎ
て
い
る
気
も
し
ま
す
。
例
え
ば
文
楽
、

こ
れ
は
宝
生
流
の
近
藤
乾
之
助
さ
ん
の
芸
談
に
「
文
楽
を
見
て
来

た
」
と
い
う
と
お
父
様
の
近
藤
乾
三
先
生
か
ら
「
文
楽
は
見
る
も

ん
じ
ゃ
ね
え
。
浄
瑠
璃
を
聞
く
も
ん
だ
」
と
言
わ
れ
た
と
あ
り
ま

す
。
人
形
の
動
き
を
見
て
面
白
が
る
の
も
い
い
で
す
が
、
そ
れ
は

や
は
り
初
歩
的
な
見
方
で
、
誰
だ
っ
て
最
初
は
初
歩
な
ん
で
す
け

れ
ど
も
、
何
十
年
も
初
歩
を
や
っ
て
い
る
手
は
な
い
ん
で
、
義
太

夫
を
聞
く
こ
と
が
文
楽
の
鑑
賞
の
要
諦
で
す
よ
ね
。

　

能
は
そ
う
い
う
ふ
う
に
片
付
け
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
が
、

謡
の
魅
力
や
面
白
さ
、
あ
る
い
は
謡
と
囃
子
の
織
り
成
す
律
動
感

と
い
う
も
の
に
も
っ
と
も
っ
と
鑑
賞
者
も
研
究
者
も
目
が
行
っ
て

い
い
か
な
、
と
い
う
気
が
し
て
お
り
ま
す
。

三
浦　

こ
の
講
座
は
池
田
先
生
が
ご
発
案
し
て
下
さ
っ
た
も
の
で

す
。
今
日
は
こ
ん
な
に
大
勢
の
お
客
様
に
来
て
頂
い
て
、
本
当
に

感
謝
申
し
上
げ
ま
す
。
池
田
先
生
に
も
御
礼
を
申
し
上
げ
ま
す
。

　

先
生
と
打
ち
合
わ
せ
を
し
て
い
て
、
能
楽
研
究
を
将
来
の
若
者

が
す
る
意
味
に
は
何
が
あ
る
か
、
と
い
う
難
し
い
課
題
を
出
さ
れ

た
よ
う
に
思
い
ま
し
た
。
今
の
学
生
さ
ん
の
多
く
は
実
学
に
興
味

を
持
っ
て
い
ま
す
の
で
、
能
や
狂
言
を
研
究
す
る
魅
力
は
ど
こ
に

あ
る
の
か
、
私
自
身
が
悩
み
ま
し
た
。
学
生
さ
ん
に
勧
め
ら
れ
る

か
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
状
況
が
今
の
日
本
に
は
あ
る
と
思

い
ま
す
。



179　　ようこそ幽玄の世界へ

　

少
し
質
問
か
ら
ず
れ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
能
・
狂

言
の
魅
力
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
が
深
ま
る
か
と
い
う
と
、
私

た
ち
は
先
人
た
ち
が
紡
い
で
き
た
芸
術
な
ど
の
文
化
を
受
け
継

ぎ
、
そ
れ
を
未
来
に
繋
い
で
い
く
の
で
、
能
・
狂
言
を
知
ら
な
い

ま
ま
未
来
に
進
む
の
は
勿
体
な
い
と
思
っ
た
ん
で
す
ね
。

　

そ
の
一
つ
の
例
が
、
平
昌
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
で
能
の
音
楽
を
聞
く

こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
こ
と
で
す
。
フ
ィ
ギ
ア
・
ス
ケ
ー
ト

の
羽
生
結
弦
選
手
は
《SEIM

EI
》
と
い
う
曲
で
今
シ
ー
ズ
ン
、

フ
リ
ー
の
演
技
を
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
怪
我
を
し
て

し
ま
っ
た
の
で
、
そ
の
回
復
が
待
た
れ
る
と
こ
ろ
で
す
（
追
記
＝

本
原
稿
の
校
正
中
、
二
月
一
七
日
に
羽
生
選
手
が
オ
リ
ン
ピ
ッ

ク
連
覇
を
達
成
）。《SEIM

EI

》
の
最
初
に
笛
の
演
奏
が
流
れ
ま

す
。
あ
れ
は
能
の
奏
法
を
少
し
使
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。
最
初
に

聞
い
た
と
き
、
能
の
笛
と
は
系
統
が
違
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し

た
の
で
す
が
、
芝
祐す

け

靖や
す

先
生
と
い
う
、
今
年
、
文
化
勲
章
を
受
章

な
さ
っ
た
雅
楽
の
演
奏
家
が
雅
楽
の
笛
で
能
ら
し
さ
を
出
し
た

も
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
う
い
う
も
の
を
聞
く
と
き
に
、
何
と
な

く
「
和
」
だ
と
思
っ
て
聞
く
の
で
は
な
く
、
雅
楽
の
演
奏
家
が

能
ふ
う
に
笛
を
吹
い
た
、
芝
先
生
も
素
晴
ら
し
い
と
思
い
ま
す

が
、
そ
う
い
う
気
持
ち
を
込
め
た
芸
術
が
他
に
も
沢
山
あ
る
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
を
何
と
な
く
聞
き
流
し
て
し
ま
う
の
は
少
し
勿
体

な
い
と
思
い
ま
す
。
過
去
か
ら
現
在
に
受
け
渡
さ
れ
て
き
た
文
化

を
知
ら
な
い
と
、
単
に
そ
れ
を
消
費
す
る
だ
け
に
な
っ
て
し
ま
う

の
で
、
文
化
が
発
展
し
て
い
く
た
め
に
は
、
文
化
の
奥
に
潜
む
歴

史
的
な
意
味
を
知
り
、
そ
の
美
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。

能
・
狂
言
を
勉
強
す
る
意
味
の
一
つ
に
そ
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い

で
し
ょ
う
か
。

池
田　

両
先
生
に
素
晴
ら
し
い
お
話
を
し
て
頂
き
ま
し
た
。

　

最
後
の
最
後
に
私
が
素
人
な
が
ら
な
ぜ
本
日
の
聞
き
手
を
志
願

し
た
の
か
と
い
う
個
人
的
な
お
話
を
少
し
だ
け
さ
せ
て
下
さ
い
。

じ
つ
は
羽
田
先
生
は
五
〇
年
前
、
正
確
に
は
五
一
年
前
、
私
の
高

校
の
国
語
の
先
生
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。（
会
場
、
驚
き
の

声
・
笑
・
拍
手
）。
当
時
、
私
は
高
校
三
年
生
、
一
七
歳
。
羽
田

先
生
、
二
七
歳
。
白
皙
の
美
青
年
で
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
。

　

昨
年
、
五
〇
年
ぶ
り
に
武
蔵
野
大
学
の
退
職
者
の
会
で
先
生
に

お
声
を
か
け
て
頂
い
た
ん
で
す
。「
池
田
さ
ん
で
す
よ
ね
」
と
。
先

生
、
覚
え
て
い
て
下
さ
っ
た
ん
で
す
よ
。
私
も
す
ぐ
思
い
出
し
ま

し
た
。
私
が
井
伏
鱒
二
の
教
材
で
質
問
を
し
て
先
生
に
お
答
え
頂
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い
た
、
二
人
と
も
そ
れ
は
覚
え
て
い
ま
し
た
。
だ
け
ど
中
身
ま
で

は
覚
え
て
い
な
い
ん
で
す
。
お
互
い
に
そ
の
こ
と
を
す
ぐ
思
い
出

し
て
、
私
と
し
て
は
こ
こ
で
再
会
で
き
た
の
が
大
変
な
ご
縁
と
思

い
ま
し
た
。
そ
れ
だ
っ
た
ら
先
生
に
も
う
一
回
教
わ
り
た
い
と
い

う
の
と
、
何
か
ご
恩
返
し
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
、
そ
う
思
っ
て
、

先
生
に
「
セ
ン
タ
ー
は
創
立
何
年
で
す
か
」
と
う
か
が
っ
た
ら

「
四
五
周
年
」
と
言
わ
れ
る
ん
で
、
そ
れ
だ
っ
た
ら
ま
さ
に
「
今
で

し
ょ
」
と
い
う
こ
と
で
お
手
伝
い
さ
せ
て
頂
い
た
次
第
で
す
。

　

本
当
に
私
と
し
て
も
嬉
し
い
一
時
に
な
り
ま
し
た
し
、
重
ね
て

両
先
生
に
お
礼
を
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

羽
田　

一
言
申
し
添
え
ま
す
と
、
着
任
早
々
だ
っ
た
ん
で
す
が
、

大
変
ジ
ェ
ン
ト
ル
マ
ン
ラ
イ
ク
な
態
度
で
、
こ
ち
ら
が
、
教
え
ら

れ
る
よ
う
な
質
問
を
し
て
く
れ
た
生
徒
だ
っ
た
の
で
、
よ
く
覚
え

て
い
ま
し
た
。
池
田
眞
朗
と
い
う
方
が
副
学
長
に
な
ら
れ
た
と
同

窓
会
報
で
知
っ
て
、「
あ
、
あ
の
池
田
さ
ん
だ
な
」
と
思
っ
た
ん

で
す
ね
。（
会
場
拍
手
）

池
田　

そ
れ
で
は
時
間
に
な
り
ま
し
た
の
で
、
両
先
生
に
も
う
一

度
大
き
な
拍
手
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
本
日
は
、
本
当
に
あ
り

が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

聞
き
手
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

◆
池
田
眞
朗
（
い
け
だ
・
ま
さ
お
）

民
法
学
者
。
武
蔵
野
大
学
副
学
長
・
法
学
部
長
・
社
会
連
携

セ
ン
タ
ー
長
。
一
九
四
九
年
生
ま
れ
。
開
成
高
校
卒
業
。
慶

應
義
塾
大
学
経
済
学
部
卒
業
後
、
同
大
学
大
学
院
法
学
研
究

科
民
事
法
学
専
攻
博
士
課
程
修
了
。
博
士
（
法
学
）。
慶
應
義

塾
大
学
法
学
部
教
授
・
同
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
を
経
て
、

二
〇
一
五
年
よ
り
武
蔵
野
大
学
法
学
部
長
、
慶
應
義
塾
大
学

名
誉
教
授
。
一
七
年
よ
り
現
職
。「
債
権
譲
渡
の
研
究
」（『
債

権
譲
渡
の
研
究
』［
弘
文
堂
、
一
九
九
三
年
］、『
債
権
譲
渡
法

理
の
展
開
』［
弘
文
堂
、
二
〇
〇
一
年
］、『
債
権
譲
渡
の
発
展

と
特
例
法
』［
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
］、『
債
権
譲
渡
と
電
子

化
・
国
際
化
』［
弘
文
堂
、
二
〇
一
〇
年
］
の
論
文
集
を
対
象
）

に
よ
り
二
〇
一
〇
年
度
慶
應
義
塾
福
澤
賞
を
受
賞
。
一
二
年
、

紫
綬
褒
章
を
受
章
。
著
書
に
は
そ
の
他
『
ス
タ
ー
ト
ラ
イ
ン

債
権
法
』（
日
本
評
論
社
、
初
版
一
九
九
五
年
［
現
六
版
］）、

『
ボ
ワ
ソ
ナ
ー
ド
と
そ
の
民
法
』（
慶
應
義
塾
大
学
出
版
会
、

二
〇
一
一
年
）、『
民
法
は
お
も
し
ろ
い
』（
講
談
社
現
代
新
書
、

二
〇
一
二
年
）
な
ど
多
数
。


