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ROHM Theatre Kyoto アセンブリー
京都に劇場文化を
つくる

 ASSEMBLY 『ASSEMBLY』とは

 ロームシアター京都では、「古典芸能と現代演劇」「子どもと舞台芸術」の2つのテーマで学術的・実践的リサーチを行う「リサーチプログラム」を実施しています。2018

年度は新井静、中谷森、林立騎（古典芸能と現代演劇）、大野はな恵（子どもと舞台芸術）のリサーチャー4名を採択しました。『ASSEMBLY』は同プログラムと連携し、リ

サーチャーによる寄稿などを掲載しています。
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特
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古
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の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
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「
我
々
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か 

我
々
は
何
者
か 

我
々
は
ど
こ
へ
行
く
の
か
」と
は
、ゴ
ー
ギ
ャ
ン
の
傑
作
絵
画
の
ひ
と
つ
の
タ
イ
ト
ル
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
問
い
は
誰
し
も
抱
い
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

た
だ
、西
洋
近
代
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
芸
術
的
苦
闘
を
お
こ
な
っ
た
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
と
、

政
治
的・
経
済
的
に
不
安
定
な
時
代
に
生
き
る
我
々
と
は
、そ
の
問
い
の
意
味
あ
い
も
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
う
。

と
り
わ
け
現
代
の
日
本
社
会
に
生
き
る
我
々
は
、1
5
0
年
ほ
ど
前
の
西
洋
近
代
化
と
、

75
年
ほ
ど
前
の
敗
戦
を
、あ
る
種
の
断
絶
と
と
ら
え
、自
分
た
ち
が
何
者
か
と
い
う
こ
と
を
捕
ま
え
損
な
い
続
け
て
い
る
よ
う
だ
。

そ
う
し
た
中
で
現
代
に
立
ち
現
れ
て
く
る「
古
典
」
や「
伝
統
」と
い
う
言
葉
に
は
、

単
純
に「
我
々
は
そ
こ
か
ら
来
た
」
と
言
う
こ
と
を
許
さ
な
い
、複
雑
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
見
え
隠
れ
す
る
。
し
か
し
、そ
の
よ
う
な
複
雑
さ
は
同
時
に
、

「
我
々
は
ど
こ
か
ら
来
た
の
か
」と
い
う
問
い
の
う
ち
に
批
評
を
も
た
ら
し
、そ
こ
か
ら
豊
か
な
可
能
性
を
ひ
ら
く
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

今
回
の
特
集
は「
古
典
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」と
題
し
、
古
典
を
取
り
巻
く
現
況
や
制
度
に
つ
い
て
、さ
ま
ざ
ま
な
切
り
口
で
検
討
す
る
。

た
だ
し
我
々
は
劇
場
で
あ
り
、芸
術
の
実
践
の
場
で
あ
る
。

過
去
の
芸
術
の
営
為
は
人
類
全
体
の
財
産
で
も
あ
る
と
い
う
視
点
に
立
ち
、

そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
受
け
継
ぎ
、新
た
な
創
造
の
糧
に
す
る
の
か
と
い
う
視
点
で
、

日
本
の
古
典
芸
能
の
現
在
に
お
け
る
実
践
と
そ
の
課
題
に
つ
い
て
も
併
せ
て
紹
介
し
て
い
く
。

 

ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都

横
山
太
郎
｜
よ
こ
や
ま
・
た
ろ
う

立
教
大
学
現
代
心
理
学
部
映
像
身
体
学
科
教
授
。

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
、

跡
見
学
園
女
子
大
学
を
経
て
2
0
1
9
年
よ
り
現
職
。

専
攻
は
演
劇
学（
特
に
能
楽
）、身
体
文
化
研
究
、芸
術
思
想
。

主
な
研
究
テ
ー
マ
は
、世
阿
弥
受
容
史
、能
楽
の
身
体
表
現
史
。

こ
の
ほ
か
、哲
学
・
現
代
演
劇・
文
学
理
論
・エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ
ー
な
ど
と

能
と
の
接
点
を
探
る
学
際
的
研
究
を
お
こ
な
う
。

﹇
特
集
監
修
﹈
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ア
メ
リ
カ
出
身
の
日
本
文
学
研
究
者
、

ロ
バ
ー
ト 

キ
ャ
ン
ベ
ル
。

テ
レ
ビ
で
活
躍
す
る
姿
を
目
に
す
る
こ
と
も
多
い
が
、

彼
は
い
ま
、「
古
典
が
動
く
」と
い
う
状
況
を

つ
く
る
た
め
に
尽
力
し
て
い
る
。

そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
状
況
な
の
か
、

そ
の
よ
う
な
状
況
は
現
代
に
お
い
て

何
を
生
み
だ
す
の
だ
ろ
う
か
─
─
。

本
誌
の
特
集
監
修
を
務
め
た
横
山
太
郎
が
聞
く
、

「
古
典
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
」最
前
線
。

動

き

は

じ

め

る 

「
古

典

」

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
・
構
成
＝
横
山
太
郎

撮
影
＝
杉
能
信
介

取
材
協
力
＝
国
文
学
研
究
資
料
館

【
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
】ロ
バ
ー
ト 

キ
ャ
ン
ベ
ル
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古
典
へ
の
関
心

横
山 

本
日
は
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
ま
ず
、館
長
を
務
め
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
国
文
学
研
究
資
料
館（
国
文
研
）に
つ
い
て
ご
紹
介
い
た
だ
け
ま
す
か
？

キ
ャン
ベル 
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
す
。
日
本
列
島
に
は
、
1
3
0
0
年
間
に
わ
た
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
現
存
す
る
文
献
資
料
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
無
尽
蔵
の
地
下

資
源
の
よ
う
な
資
料
の
マ
イ
ニ
ン
グ
（
発
掘
）、
つ
ま
り
悉し
っ
か
い皆
調
査
し
て
、
撮
影
し
て
デ
ー
タ
を
発
信
し
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
が
出
発
点
で
す
。
一
方

で
は
単
に
発
信
す
る
の
で
は
な
く
、
日
本
の
古
典
籍
を
対
象
と
す
る
い
く
つ
も
の
国
際
共
同
研
究
の
ハ
ブ
と
し
て
機
能
し
て
い
ま
す
。
こ
の
「
資
料

の
鉱
脈
」
の
マ
イ
ニ
ン
グ
に
は
、
検
索
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
も
不
可
欠
で
す
。
で
す
か
ら
、
理
系
も
含
む
国
内
外
の
多
領
域
の
研
究

者
た
ち
と
共
有
、
共
同
活
用
す
る
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
で
あ
る
こ
と
が
、
国
文
研
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

横
山 

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。さ
て
、劇
場
の
機
関
誌
で
あ
る
本
誌
が
古
典
を
特
集
す
る
背
景
に
は
、日
本
の
古
典
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
現
代
演
劇
の
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
が
増
え
て
き
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。
半
世
紀
前
に
も
、
ア
ン
グ
ラ
演
劇
や
舞
踏
は
反
近
代
と
い
う
文
脈
で
歌
舞
伎
や
能
を
参
照
し

ま
し
た
が
、
2
0
1
0
年
代
に
入
っ
て
、
少
し
違
っ
た
角
度
か
ら
古
典
に
向
き
合
う
流
れ
が
生
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

キ
ャン
ベル 

ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
っ
て
あ
り
ま
す
ね
。
私
も
そ
れ
に
関
わ
る
と
こ
ろ
が
あ
っ
て
、い
つ
も
隔か
っ
か
そ
う
よ
う

靴
掻
痒
の
思
い
を
す
る
。
と
い
う
の
は
、こ
れ
が
「
日
本
」

だ
と
い
う
表
現
体
は
、
こ
の
百
年
く
ら
い
の
間
に
た
ま
た
ま
選
び
取
ら
れ
た
も
の
を
再
編
成
し
て
ず
っ
と
使
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
日
本
の
古
典
文

化
が
好
き
だ
と
い
う
人
も
、
そ
の
枠
か
ら
出
て
い
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
横
山
さ
ん
の
言
う
「
最
近
の
関
心
」
は
、
そ
う
い
う
の
と
は
ち
ょ
っ
と
ち

が
い
ま
す
ね
？

横
山 

は
い
。
木
ノ
下
裕
一
さ
ん
に
し
て
も
、
岡
田
利
規
さ
ん
に
し
て
も
、
最
近
の
演
劇
界
の
古
典
と
の
向
き
合
い
方
に
は
、「
日
本
の
古
典
と
は
こ
う
い
う

も
の
だ
」
と
い
う
認
識
を
再
確
認
す
る
の
と
は
ち
が
う
、「
発
見
の
感
覚
」
み
た
い
な
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。

キ
ャン
ベル 

わ
か
り
ま
す
。
文
学
の
世
界
で
も
、
池
澤
夏
樹
さ
ん
個
人
編
集
の
河
出
書
房
新
社
の
「
日
本
文
学
全
集
」
が
あ
り
ま
す
ね
＊
。
岡
田
さ
ん
も
現
代
語

訳
を
担
当
し
て
い
る
。
た
し
か
に
、
私
の
感
覚
で
も
5
、
6
年
く
ら
い
前
か
ら
風
向
き
が
変
わ
っ
た
感
じ
が
し
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
が
「
な
い
じ
ぇ
る

芸
術
共
創
ラ
ボ
」
を
は
じ
め
た
の
も
、
そ
う
い
う
手
応
え
と
無
縁
で
は
な
い
で
す
ね
。

 

な
い
じ
ぇ
る
芸
術
共
創
ラ
ボ

キ
ャン
ベル 

こ
れ
は
、
研
究
者
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
外
部
に
古
典
籍
を
活
用
し
て
も
ら
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
す
。
そ
の
中
の
た
と
え
ば
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
イ
ン
・
レ
ジ

デ
ン
ス
で
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
研
究
者
の
ナ
ビ
ゲ
ー
シ
ョ
ン
つ
き
で
、
国
文
研
が
所
蔵
す
る
古
典
籍
の
中
に
分
け
入
っ
て
、
創
作
活
動
に
利
用
し
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
作
家
の
山
村
浩
二
さ
ん
が
、上
田
秋
成
の
『
雨
月
物
語
』「
夢む
お
う応

の
鯉り
ぎ
ょ魚

」
と
鍬く
わ
が
た
け
い
さ
い

形
蕙
斎
の
『
鳥
獣
略
画
式
』『
人

物
略
画
式
』
を
も
と
に
短
編
作
品
『
ゆ
め
み
の
え
』
を
完
成
さ
せ
ま
し
た
。
演
劇
で
す
と
、
長
塚
圭
史
さ
ん
が
黄
表
紙
を
演
劇
化
す
る
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。
古
典
籍
の
鉱
脈
に
潜
っ
て
、
古
典
と
し
て
ま
だ
整
備
さ
れ
て
い
な
い
原
石
を
掘
り
出
し
て
価
値
を
見
い
だ
す
と
い
う
わ
れ

わ
れ
の
取
り
組
み
に
、こ
う
し
た
研
究
者
以
外
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
が
積
極
的
に
同
伴
し
て
も
ら
え
る
状
況
に
な
っ
て
き
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

横
山 

誰
も
が
知
っ
て
い
る
「
古
典
」
を
翻
案
す
る
の
と
は
違
い
ま
す
ね
。

キ
ャン
ベル 

え
え
。
山
村
さ
ん
は
、
江
戸
の
絵
師
、
鍬
形
蕙
斎
の
絵
手
本
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
に
落
と
し
込
ん
だ
の
で
す
が
、
単
に
絵
柄
を
真
似
た
だ
け
で
は
な

い
ん
で
す
。
蕙
斎
の
肉
筆
や
木
版
の
描
線
を
一
つ
ひ
と
つ
見
て
、
何
ヶ
月
も
か
け
て
そ
れ
を
な
ぞ
っ
て
い
く
。
生
き
生
き
と
し
た
略
画
の
描
き
方
を

根
源
的
に
と
ら
え
直
し
て
、
よ
う
や
く
納
得
で
き
る
蕙
斎
の
描
線
が
描
け
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ

こ
か
ら
そ
の
絵
で
夢
を
テ
ー
マ
に
し
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
作
品
を
つ
く
っ
た
。
ス
ト
ー
リ
ー
や
モ
チ
ー

フ
の
再
利
用
と
い
う
レ
ベ
ル
じ
ゃ
な
く
て
、
も
っ
と
ミ
ク
ロ
な
、
物
理
的
な
レ
ベ
ル
で
古
典
籍
の

表
現
を
体
得
し
よ
う
と
し
た
ん
で
す
。
肉
薄
の
し
か
た
が
全
然
違
う
。

横
山 

物
質
と
し
て
の
古
典
籍
に
身
体
的
に
関
わ
っ
て
い
く
よ
う
な
…
…

キ
ャン
ベル 

長
塚
さ
ん
も
そ
う
で
す
。
最
初
に
『
源
氏
物
語
』
の
い
ろ
ん
な
テ
キ
ス
ト
、
古
い
写
本
か
ら
近
世

の
版
本
、
そ
の
他
源
氏
絵
や
注
釈
書
を
書
庫
か
ら
取
っ
て
き
て
お
見
せ
し
ま
し
た
。
実
は
こ
れ
ら

の
古
典
籍
の
集
合
が
『
源
氏
物
語
』
な
ん
で
す
よ
と
。
長
塚
さ
ん
は
、
ペ
ー
ジ
の
め
く
り
方
、
巻

子
本
を
ど
う
や
っ
て
ひ
ろ
げ
て
ま
た
戻
す
の
か
、
そ
の
制
約
を
含
め
て
古
典
籍
が
要
求
す
る
身
体

的
な
動
き
と
か
時
間
性
に
非
常
に
強
い
興
味
を
持
た
れ
た
。
そ
れ
か
ら
江
戸
時
代
の
黄
表
紙
の
挿

絵
を
研
究
者
と
一
緒
に
見
て
い
く
う
ち
、
古
典
籍
の
マ
テ
リ
ア
ル
、
そ
れ
を
あ
つ
か
う
人
、
そ
れ

そ
の
も
の
が
芝
居
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
ね
。
こ
う
い
う
古
典
と
の
向
き

合
い
方
は
、
教
養
主
義
的
な
古
典
愛
好
と
は
異
な
っ
た
思
考
、
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
る
こ
と
は
確
か

だ
と
思
い
ま
す
。
10
年
前
に
は
こ
う
い
う
取
り
組
み
は
難
し
か
っ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

	

令
和
改
元
と
古
典

横
山 

改
元
に
よ
る
『
万
葉
集
』
へ
の
注
目
に
つ
い
て
お
伺
い
し
ま
す
。
キ
ャ
ン
ベ
ル
先
生
は
「
令
和
」

本
誌pp.30–33

参
照
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と
い
う
言
葉
を
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
と
ら
え
る
立
場
か
ら
積
極
的
に
発
信
さ
れ
て
い
ま
し
た
。「
初
め
て
の
国
書
か
ら
の
元
号
だ
」と
い
う
ふ
う
に
、ナ
シ
ョ

ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
喜
び
た
く
な
る
、
そ
の
喜
び
を
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
は
別
の
種
類
の
喜
び
へ
と
ソ
フ
ト
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ
さ
せ
る
よ
う
な
言
説

を
実
践
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
拝
見
し
ま
し
た
。

キ
ャン
ベル 
そ
の
通
り
で
す
（
笑
）。
研
究
者
と
し
て
は
、『
万
葉
集
』
の
需
要
が
カ
ノ
ン
・
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
＊
の
観
点
か
ら
批
判
さ
れ
る
の
は
当
然
だ
と
思

う
ん
で
す
。
あ
ら
ゆ
る
古
典
が
歴
史
の
時
々
に
発
見
さ
れ
、
評
価
が
変
わ
り
、
近
代
に
は
国
家
主
義
に
利
用
さ
れ
ま
し
た
。
た
だ
「
令
和
」
に
つ
い

て
い
え
ば
、
明
治
、
大
正
、
昭
和
、
平
成
と
違
っ
て
、
為
政
者
に
よ
る
統
治
の
意
味
合
い
が
な
い
。
そ
の
こ
と
に
可
能
性
を
見
た
か
っ
た
。
人
び
と

が
日
常
の
中
で
季
節
の
変
化
を
体
感
し
て
、
そ
こ
に
美
し
さ
や
悲
し
さ
を
見
出
す
、
そ
う
い
う
平
和
な
時
代
の
は
じ
ま
り
を
意
味
し
う
る
。
も
と
の

『
帰き
で
ん
の
ふ

田
賦
』
な
ど
漢
籍
の
文
脈
で
は
、
も
っ
と
シ
ャ
ー
プ
な
政
治
的
な
解
釈
は
で
き
る
と
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
こ
そ
『
万
葉
集
』
の
異
質
な
言
語
に
注

目
し
ま
し
た
。
そ
れ
は
国
書
で
あ
る
と
い
う
異
質
性
じ
ゃ
な
く
て
、
す
ぐ
れ
て
身
体
性
を
帯
び
た
言
葉
で
あ
る
と
い
う
異
質
性
で
す
。
3
・
11
な
ど

の
災
害
後
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
に
、
民
間
か
ら
日
本
社
会
が
再
生
し
て
い
く
兆
し
が
見
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
が
、『
万
葉
集
』
の
よ
う
な
古
典
や
元
号
は
、

そ
う
い
う
民
間
か
ら
の
ま
な
ざ
し
を
引
き
受
け
る
言
語
的
な
器
に
な
り
得
ま
す
。
そ
れ
を
渡
し
て
し
ま
っ
て
よ
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

横
山 

元
号
を
認
め
る
こ
と
が
ダ
メ
だ
と
か
、『
万
葉
集
』
を
国
民
の
古
典
と
認
め
る
こ
と
が
ダ
メ
だ
と
か
、
国
民
の
古
典
と
い
う
概
念
自
体
が
ダ
メ
だ
と
か

言
っ
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
ら
の
意
味
づ
け
を
す
べ
て
奪
わ
れ
て
し
ま
う
。『
万
葉
集
』
は
私
た
ち
の
古
典
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
、
ど
の
よ
う

に
戦
い
取
っ
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

キ
ャン
ベル 

ア
メ
リ
カ
で
は
、
大
統
領
が
市
民
権
を
持
つ
有
色
人
種
の
議
員
に
対
し
て
す
ら
「
も
と
の
国
に
戻
れ
」
と
国
民
の
分
断
を
あ
お
る
状
況
で
、「
愛
国
」

の
意
味
を
取
り
返
す
こ
と
が
重
要
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
に
そ
こ
ま
で
の
分
断
は
表
面
化
し
て
い
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
た
と
え
ば
、

ふ
だ
ん
は
い
ろ
ん
な
利
害
の
対
立
が
あ
っ
て
な
か
な
か
面
と
向
か
っ
て
話
せ
な
い
こ
と
が
、
古
典
籍
が
真
ん
中
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
者
と
語

り
合
う
場
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
私
は
じ
っ
さ
い
に
経
験
し
て
い
る
ん
で
す
。た
だ
シ
ニ
カ
ル
に
、創
ら
れ
た
古
典
に
対
し
て
バ
リ
ア
を
は
る
こ
と
は
、

私
は
も
っ
た
い
な
い
と
思
い
ま
す
ね
。

 

古
典
を
動
か
す

横
山 

カ
ノ
ン
・
フ
ォ
ー
メ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
こ
と
で
は
、
キ
ャ
ン
ベ
ル
先
生
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
国
民
の
古
典
の
外
部
の
テ
キ
ス
ト
を
注
釈
し
た
り
、
翻
訳

し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ブ
に
古
典
と
す
る
よ
う
な
仕
事
を
し
て
こ
ら
れ
た
と
思
う
ん
で
す
。
最
近
の『
井
上
陽
水
英
訳
詞
集
』

も
そ
の
よ
う
に
私
は
と
ら
え
て
い
ま
す
。
注
釈
や
翻
訳
に
よ
っ
て
、
古
典
の
品
揃
え
を
増
や
す
と
言
い
ま
す
か
…
…

キ
ャン
ベル 

減
ら
す
場
合
も
あ
る
か
ら
、
古
典
の
在
庫
管
理
（
笑
）。
古
典
も
時
々
動
か
し
て
あ
げ
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
新
た
な
注
釈
や
翻

訳
で
フ
レ
ー
ム
を
つ
く
る
、
棚
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
が
ひ
と
つ
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
注
釈
や
翻
訳
を
通
し
て
原
文
に
戻
っ
た
と
き
に
、
見
え
な
か
っ

た
も
の
が
見
え
て
く
る
、テ
キ
ス
ト
や
作
品
が
異
な
る
意
味
を
紡
ぎ
出
す
、そ
う
い
う
意
味
で
「
古
典
が
動
く
」
と
い
う
こ
と
が
あ
る
ん
で
す
ね
。
さ
っ

き
話
し
た
山
村
さ
ん
や
長
塚
さ
ん
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
手
伝
っ
た
研
究
者
な
ん
か
も
、
影
響
を
受
け
て
動
か
ぬ
は
ず
の
古
典
の
解
釈
や
評
価
が
変
わ
っ

た
り
し
ま
す
。
こ
う
し
た
変
化
が
や
が
て
公
共
の
言
説
に
は
み
出
し
て
い
っ
て
、
い
つ
か
古
典
の
教
科
書
が
動
い
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

横
山 

陽
水
の
《
傘
が
な
い
》、
あ
の
英
訳
はI’ve got no um

brella.

で
は
な
くN

o um
brella.

だ
と
陽
水
さ
ん
本
人
が
主
張
し
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド

を
紹
介
さ
れ
て
い
ま
し
た
よ
ね
。
こ
れ
な
ん
か
も
、
翻
訳
を
す
る
こ
と
で
「
傘
が
な
い
」
と
い
う
原
文
が
動
き
出
し
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

キ
ャン
ベル 

す
ご
く
動
き
出
し
ま
し
た
ね
。〝
I
〞
を
あ
そ
こ
に
挟
ん
で
は
い
け
な
い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
、
私
も
じ
っ
さ
い
に
改
稿
し
た
ん
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
昨

日
、
私
が
尊
敬
す
る
あ
る
近
代
文
学
研
究
者
と
話
し
て
、
彼
に
「
70
年
代
の
は
じ
め
の
若
い
陽
水
が
あ
の
歌
を
つ
く
っ
た
と
き
は
、
間
違
い
な
く
俺

に
傘
が
な
い
と
い
う
意
味
で
書
い
て
い
る
。
そ
れ
が
そ
の
後
の
社
会
の
変
化
が
あ
っ
て
、
陽
水
の
中
で
よ
り
大
き
な
意
味
を
求
め
よ
う
と
す
る
力
が

働
い
た
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
陽
水
が
最
近
言
っ
た
こ
と
を
鵜
呑
み
に
せ
ず
、
も
っ
と
原
理
主
義
的
に
あ
の
時
代
の
意
味
を
訳
す
べ
き
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
」

と
言
わ
れ
て
し
ま
っ
て
。

横
山 

本
当
に
そ
う
か
は
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
見
方
も
面
白
い
で
す
ね
。

キ
ャン
ベル 

翻
訳
を
機
に
こ
ん
な
議
論
が
生
ま
れ
る
こ
と
自
体
が
、
原
文
そ
の
も
の
が
動
い
て
、
変
わ
っ
て
、
揺
ら
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
ん
で
す
。

最
初
の
資
源
の
マ
イ
ニ
ン
グ
の
話
に
戻
す
と
、
発
掘
し
た
資
源
を
使
っ
て
も
ら
え
ば
も
ら
う
ほ
ど
、
日
本
の
古
典
籍
と
い
う
資
源
全
体
が
動
き
出
し

ま
す
。
本
当
に
そ
れ
を
感
じ
て
い
ま
す
。
や
は
り
な
い
じ
ぇ
る
芸
術
共
創
ラ
ボ
で
、
川
上
弘
美
さ
ん
が
『
伊
勢
物
語
』
の
中
世
以
降
の
注
釈
書
や
、

派
生
的
な
二
次
創
作
的
な
作
品
ま
で
掘
り
起
こ
し
て
、
そ
れ
を
時
代
小
説
で
は
な
い
現
代
小
説
の
な
か
に
投
影
し
て
い
る
ん
で
す
ね
。『
婦
人
公
論
』

で
連
載
中
の
「
三
度
目
の
恋
」
と
い
う
小
説
で
す
。
こ
う
い
う
試
み
で
、『
伊
勢
物
語
』
が
ち
ょ
っ
と
動
く
と
思
う
ん
で
す
。
そ
う
や
っ
て
ど
ん
ど
ん

い
ろ
ん
な
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
古
典
を
揺
り
起
こ
し
て
ほ
し
い
と
思
い
ま
す
し
、
そ
れ
に
応
じ
る
力
が
、「
古
典
」
に
は
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

P
rofile

ろ
ば
ー
と
・
き
ゃ
ん
べ
る

日
本
文
学
研
究
者
。
国
文
学
研
究
資
料
館
長
。
近
世
・
近
代
日
本
文
学
が
専
門
で
、と
く
に
19
世
紀（
江
戸
後
期
〜
明
治
前
半
）の
漢
文
学
と
、漢
文
学
と
関
連
の
深
い
文
芸
ジ
ャ
ン

ル
、芸
術
、メ
デ
ィ
ア
、思
想
な
ど
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
。
テ
レ
ビ
で
M
C
や
ニ
ュ
ー
ス
・コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー
等
を
つ
と
め
る
一
方
、新
聞
雑
誌
連
載
、書
評
、ラ
ジ
オ
番
組
企
画
・
出

演
な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
メ
デ
ィ
ア
で
活
躍
中
。
1
9
8
5
年
に
九
州
大
学
文
学
部
研
究
生
と
し
て
来
日
。
同
学
部
専
任
講
師（
1
9
8
7
年
）、国
立
・
国
文
学
研
究
資
料
館
助
教
授

（
1
9
9
5
年
）を
経
て
、2
0
0
0
年
に
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
助
教
授
に
就
任
。
2
0
0
7
か
ら
同
研
究
科
教
授
。
2
0
1
7
年
４
月
か
ら
現
職
。

Special 1Special 1

古
典
が
歴
史
上
不
変
の
も
の
で
は
な
く
、

 （
特
に
近
代
国
民
国
家
に
お
い
て
）
社
会
的
に
構
築
さ
れ
た
と
い
う
議
論
。
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︻
演
劇
︼

︻
音
楽
︼

︻
演
芸
︼

︻
舞
踊
︼

公
益
社
団
法
人 

日
本
芸
能
実
演
家
団
体
協
議
会（
芸
団
協
）の

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
「
芸
能
花
伝
舎
」サ
イ
ト
内
「
日
本
の
伝
統
芸
能
」を
も
と
に
作
成

https://w
w

w
.geidankyo.or.jp/12kaden/entertainm

ents/index.htm
l

※
す
べ
て
の
芸
能
を
扱
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん–

イ
ラ
ス
ト
レ
ー
シ
ョ
ン
＝
タ
ダ
ユ
キ
ヒ
ロ

日
本
の
古
典
芸
能
見
取
り
図

日
本
に
は
多
種
多
様
な
芸
能
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
芸
能
の
歴
史
、担
い
手
、地
域
や
そ
の
継
承
の

仕
方
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
継
承
さ
れ
て
い
ま
す
。日
本
の
古
典
芸
能
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
か
？ 

そ
の
入
り
口
と
し
て
、伝
統
芸
能
・
民
俗
芸
能
の
主
だ
っ
た
も
の
を
イ
ラ
ス
ト
を
交
え
て
ご
紹
介
し
ま
す
。

日
本
の
伝
統
的
な
演
劇
に
は
、

能
楽
、文
楽
、歌
舞
伎
、組
踊
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
が
、

音
楽
と
舞
踊
が
重
要
な
要
素
と
な
っ
て
い
ま
す
。

日
本
の
伝
統
音
楽
は
、古
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
、多
種
多
彩
な
音
楽
が
層
を
な
し
て
こ
ん
に
ち
に
息
づ
い
て
い
ま
す
。

語
り
物
や
歌
い
物
な
ど
、声
を
つ
か
う
音
楽
が
豊
富
な
の
も
特
色
で
、と
く
に
三
味
線
を
用
い
る
音
楽
が
多
い
こ
と
も
特
徴
で
す
。

日
本
の
舞
踊
に
は
、神
楽
や
地
域
で
伝
承
さ
れ
て
き
た

民
俗
芸
能
に
見
ら
れ
る
踊
り
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

い
わ
ゆ
る
日
本
舞
踊
は
、歌
舞
伎
か
ら
生
ま
れ
た
歌
舞
伎
舞
踊
や
、

上
方
舞
な
ど
か
ら
派
生
し
、舞
台
で
見
せ
る
踊
り
と
し
て

洗
練
さ
れ
発
展
し
て
き
た
舞
踊
の
こ
と
で
、邦
舞
と
も
い
い
ま
す
。

落
語
、漫
才
、浪
曲
、手
品
、太
神
楽
な
ど
、庶
民
的
な
寄
席
芸
能
の
総
称
で
す
。

そ
の
ル
ー
ツ
は
、古
代
の
散
楽
、猿
楽
な
ど
に
遡
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

江
戸
時
代
に
寄
席
の
発
達
と
と
も
に
盛
ん
に
な
り
、

種
々
雑
多
な
大
衆
的
な
芸
能
が
生
ま
れ
て
楽
し
ま
れ
て
い
ま
す
。

能
楽 

舞ぶ
が
く楽 

雅
楽 

落
語 尺

八
の
音
楽 

筝
曲

筑
前
琵
琶

常
と
き
わ
ず
ぶ
し

磐
津
節

長
唄

端は
う
た唄

新し
ん
な
い
ぶ
し

内
節

俗ぞ
っ
き
ょ
く曲

文
楽 

日
本
舞
踊 

義ぎ
だ
ゆ
う
ぶ
し

太
夫
節 

講
談 

歌
舞
伎 

清き
よ
も
と
ぶ
し

元
節 

太だ
い
か
ぐ
ら

神
楽 

組く
み
お
ど
り踊

小こ
う
た唄

手て
づ
ま妻

古こ
き
ょ
く曲

浪
曲

三
曲

薩
摩
琵
琶

俗
曲

地
歌

Special 2 Special 2
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◉
舞
台
芸
術
を
鑑
賞
す
る
と
き
︑私
た
ち
は
役
者
だ

け
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
︒ど
の
よ
う
な
演
目
で

も
︑役
者
を
彩
る
音
︑照
明
︑そ
し
て
舞
台
美
術
と
いっ

た
装
置
が
存
在
す
る
︒そ
し
て
も
ち
ろ
ん
︑そ
の
裏
側

に
は
︑そ
れ
ら
を
つ
く
っ
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
︒

﹁
大
学
生
の
と
き
︑ス
キ
ー
に
行
っ
て
い
て
︑早
朝
家
に

帰
る
と
︑京
都
舞
台
美
術
製
作
所
の
募
集
広
告
に

母
が
赤
丸
を
し
た
新
聞
が
枕
元
に
置
い
て
あ
っ
た

ん
で
す
﹂

こ
う
し
て
舞
台
芸
術
と
出
会
っ
た
大
谷
は
︑長
ら
く

京
都
で
舞
台
監
督
と
し
て
活
躍
し
て
き
た
前
原
和
比

古
に
弟
子
入
り
し
︑腕
を
磨
い
て
き
た
︒

﹁
舞
台
の
ス
タ
ッ
フ
は
入
社
し
て
5
年
く
ら
い
は
使
い
物

に
な
ら
な
い
︒と
く
に
京
都
舞
台
の
仕
事
は
多
岐
に
わ

た
る
の
で
︑今
日
は
バレ
エ
の
舞
台
を
や
っ
て
︑明
日
は
お

能
︑そ
の
つ
ぎ
は
︙
︙
と
︑ま
っ
た
く
ス
タ
ン
ス
も
考
え

方
も
ち
が
う
よ
う
な
現
場
の
毎
日
で
し
た
﹂

古
典
芸
能
に
限
ら
ず
︑か
つ
て
劇
場
で
仕
事
を
し
て
い

る
人
は
圧
倒
的
に
男
性
が
多
か
っ
た
︒大
谷
は
︑女
性

で
あ
る
こ
と
を
武
器
に
し
て
は
い
け
な
い
と
言
い
な

が
ら
︑大
切
な
の
は﹁
無
理
し
な
い
こ
と
﹂だ
と
笑
う
︒

﹁
舞
台
ス
タ
ッ
フ
は
高
齢
化
が
進
ん
で
い
て
︑自
分
か

ら
す
る
と
お
じ
い
ち
ゃ
ん
の
よ
う
な
人
た
ち
が
ふ
つ

う
に
仕
事
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
︑と
っ
て
も
ナ

チ
ュ
ラ
ル
な
ん
で
す
︒重
い
も
の
は
持
て
る
も
ん
が
持
っ

た
ら
い
い
︒無
理
し
て
ま
わ
り
に
迷
惑
を
か
け
る
こ
と

の
ほ
う
が
問
題
だ
か
ら
︑が
ん
ば
ら
な
く
て
も
い
い

な
と
思
う
よ
う
に
な
り
ま
し
た
﹂

と
は
い
え
︑舞
台
ス
タ
ッ
フ
の
高
齢
化
︑後
継
者
不

おおたに・みどり

1992年株式会社京都舞台美術製作所入社。前原和比古に師事。舞台監督助手を経て、96年芸術祭典・京 音楽劇「ア

リーテ姫の冒険」で初舞台監督を務める。2003年以後の京都オペラ協会全公演の他、バレエ、ダンス、能・狂言の舞台

監督を務める。11年国民文化祭・京都 グランドフィナーレ舞台監督。

Profile

足
は
︑古
典
芸
能
の
役
者
の
そ
れ
よ
り
も
問
題
な
の

だ
と
大
谷
は
言
う
︒大
谷
の
師
匠
で
あ
る
前
原
が
︑

自
分
た
ち
と
同
世
代
の
能
楽
師
︑狂
言
師
と
関
係

を
築
く
べ
き
だ
と
語
っ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
紹
介
し
な

が
ら
︑大
谷
は
現
在
の
関
係
性
に
つ
い
て
心
配
を
も

ら
し
た
︒

﹁
私
た
ち
と
同
世
代
の
役
者
た
ち
は
︑こ
ん
な
舞
台

を
し
た
い
と
自
分
の
思
い
を
気
軽
に
私
に
言
え
る
ん

で
す
︒で
も
そ
の
子
ど
も
た
ち
が
同
じ
ス
タ
ン
ス
で
話

が
で
き
る
︑彼
ら
と
同
世
代
の
舞
台
ス
タ
ッ
フ
が
少
な

い
︒舞
台
ス
タ
ッ
フ
と
古
典
芸
能
を
継
承
し
て
き
て
い

る
人
た
ち
と
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
き
て
い
る
な
と
い

う
気
が
し
ま
す
﹂

他
方
で
大
谷
は
︑舞
台
監
督
と
い
う
仕
事
の
可
能
性

に
つ
い
て
は
前
向
き
だ
︒基
本
を
押
さ
え
る
必
要
性

を
留
意
し
た
う
え
で
︑古
典
芸
能
の
新
作
を
つ
く
る

こ
と
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
話
す
︒

﹁
つ
ね
に
新
し
い
も
の
を
生
み
出
し
て
︑そ
れ
を
定
番

化
さ
せ
る
と
い
う
新
陳
代
謝
が
演
劇
や
な
と
思
い

ま
す
︒〝
じ
つ
は
こ
れ
は
2
0
0
年
前
に
ロ
ー
ム
シ
ア

タ
ー
京
都
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
公
演
の
再
現
な

ん
だ
〟み
た
い
な
こ
と
が
あ
れ
ば
お
も
し
ろ
い
な
﹂

そ
ん
な
大
谷
は
︑ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都
で
の
室
内
オ

ペ
ラ
や
︑二
条
城
で
お
こ
な
わ
れ
た
VR
能
の
舞
台
監

督
も
務
め
︑舞
台
美
術
の
新
し
い
表
現
に
意
欲
的
だ
︒

と
は
い
え
︑次
の
よ
う
に
話
を
締
め
く
く
る
あ
た
り
︑

ど
う
や
ら
舞
台
監
督
の
魅
力
は
華
や
か
さ
と
は
べ
つ

の
と
こ
ろ
に
あ
る
ら
し
い
︒

﹁
裏
方
は
表
に
出
る
べ
き
じ
ゃ
な
い
で
す
よ
﹂

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
＝
橋
本
裕
介
／
文
＝
春
口
滉
平

株
式
会
社

京
都
舞
台
美
術
製
作
所 

大
谷
み
ど
り

［
舞
台
監
督
］

古
典
芸
能
も
ま
た
、

舞
台
を
上
演
す
る
た
め
に
は
演
者
の
み
な
ら
ず

裏
方
の
存
在
が
欠
か
せ
な
い
。

ふ
だ
ん
の
舞
台
鑑
賞
か
ら
は
見
え
に
く
い
が
、

古
典
芸
能
を
未
来
に
継
承
す
る
た
め
に

必
要
不
可
欠
な
役
割
を
、

3
名
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
通
し
て
ご
紹
介
す
る
。

日
本
の

古
典
芸
能
の

現い

ま在
と

こ
れ
か
ら
を

支
え
る
人
た
ち
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◉
立
命
館
大
学
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー［
A
R
C
］

は
︑国
内
外
の
文
化
財
や
資
源
を
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ

イ
ブ
と
し
て
保
存
・
蓄
積
し
︑デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
を
進

め
て
き
た
研
究
機
関
だ
︒な
か
で
も
演
劇
や
音
楽
な

ど
無
形
文
化
と
呼
ば
れ
る
文
化
的
活
動
の
ア
ー
カ
イ

ブ
に
力
を
入
れ
て
い
る
︒1
9
9
8
年
の
設
立
当
初
か

ら
片
山
家
能
楽
・
京
舞
保
存
財
団
と
学
術
協
定
を
結

び
︑古
典
芸
能
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
保
存
に
取
り
組
ん

で
き
た
︒

副
セ
ン
タ
ー
長
の
赤
間
は
︑A
R
C
と
片
山
家
と
の
協

力
関
係
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
︒

﹁
片
山
家
は
昭
和
初
期
か
ら
自
分
た
ち
の
舞
台
を
映

像
で
記
録
し
て
い
る
ん
で
す
︒A
R
C
が
発
足
し
て
か

ら
は
私
た
ち
も
最
新
の
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
撮

影
し
︑昔
の
映
像
も
含
め
て
デ
ジ
タ
ル
ア
ー
カ
イ
ブ
化

し
て
い
ま
す
﹂

赤
間
は
演
劇
ア
ー
カ
イ
ブ
の
場
合
︑活
用
す
る
こ
と

よ
り
も
︑ま
ず
第
一
に﹁
保
存
・
蓄
積
す
る
﹂こ
と
が
重

要
だ
と
い
う
︒な
ぜ
な
ら
︑舞
台
芸
術
は
時
間
と
と
も

に
消
滅
し
︑か
つ
人
間
は
忘
れ
て
し
ま
う
生
き
物
だ

か
ら
だ
︒

﹁
人
間
は
忘
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
思
い
出
せ
な
い
︒そ

れ
ら
を
つ
な
ぎ
と
め
る
た
め
の
方
法
と
し
て
︑デ
ジ
タ

ル
技
術
は
有
効
に
は
た
ら
く
の
で
す
﹂

古
典
化
す
る
こ
と
︑そ
れ
は
同
時
に
︑恣
意
的
に
そ
の

要
素
を
取
捨
選
択
し
て
し
ま
う
側
面
も
あ
る
︒﹁
蓄

積
さ
れ
た
素
材
に
よ
っ
て
︑古
典
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ

た
い
ま
の
人
た
ち
と
古
典
と
の
距
離
を
も
う
一
度
近

づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
﹂と
続
け
る
赤
間
は
︑他
方
で

あかま・りょう

1960年生。早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得満期退学。専門は歌舞伎・浮世絵・文化情報学。著

書に『図説 江戸の演劇書』（八木書店、2003）、共著に『イメージデータベースと日本文化研究』（ナカニシヤ出版、2010）、『文

化情報学ガイドブック 情報メディア技術から「人」を探る』（勉誠出版、2014）など。
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ア
ー
カ
イ
ブ
は
ど
の
よ
う
に
記
録
し
て
も
︑す
べ
て
を

完
全
に
記
録
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
前
提
も

理
解
し
て
い
る
︒と
く
に
身
体
表
現
を
と
も
な
う
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
は
︑舞
台
装
置
︑演
者
︑観
客
︑さ
ま
ざ
ま

な
要
素
が
関
係
し
て
い
る
︒ま
っ
た
く
同
じ
パ
フ
ォ
ー
マ

ン
ス
を
再
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
︒﹁
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
の
記
録
な
ん
て
ほ
と
ん
ど
な
に
を
や
っ
て
も
不
完

全
で
す
よ
ね
﹂と
言
い
つ
つ
︑そ
れ
で
も
赤
間
は
あ
き

ら
め
て
い
な
い
︒

﹁
ど
う
い
う
記
録
の
方
法
が
あ
る
か
を
模
索
し
て
︑つ

ね
に
そ
の
時
代
の
最
新
技
術
を
使
っ
て
記
録
し
つ
づ

け
る
︒素
材
を
残
す
こ
と
が
重
要
な
ん
で
す
︒じ
ゃ
な

い
と
︑未
来
の
人
た
ち
に
伝
え
て
い
け
な
い
﹂

赤
間
は
︑ア
ー
カ
イ
ブ
作
業
そ
の
も
の
が
持
つ
教
育
の

可
能
性
を
よ
く
口
に
し
た
︒ア
ー
カ
イ
ブ
に
よ
っ
て
資

料
や
経
験
が
他
者
に
共
有
さ
れ
る
︑そ
の
営
み
自
体

が
す
で
に
教
育
的
だ
︒片
山
家
の
舞
台
映
像
の
記
録

や
編
集
も
︑立
命
館
大
学
に
通
う
学
生
た
ち
と
の
協

働
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
︒

た
と
え
不
完
全
で
あ
っ
て
も
︑可
能
な
限
り
の
方
法
で

残
さ
れ
た
ア
ー
カ
イ
ブ
は
︑未
来
の
人
た
ち
に
と
っ
て

貴
重
な
財
産
に
な
る
に
ち
が
い
な
い
︒そ
う
信
じ
る

赤
間
の
目
は
︑古
典
を
通
じ
て
つ
ね
に
未
来
へ
向
け
ら

れ
て
い
る
︒

Special 3 12ASSEMBLY｜04

◉
能
面
は
一
見
す
る
と
無
表
情
で
︑霊
な
ど
を
演
じ

る
シ
テ
が
つ
け
る
た
め
か
ど
こ
か
怖
さ
を
感
じ
る
場

面
も
あ
る
が
︑岩
井
自
身
は
よ
く
笑
う
気
さ
く
な
女

性
だ
︒い
ま
で
こ
そ
女
性
能
面
師
は
さ
ほ
ど
め
ず
ら

し
く
な
い
が
︑岩
井
は
母
の
代
か
ら
つ
づ
く
草
分
け
的

存
在
︒そ
ん
な
岩
井
が
は
じ
め
て
打
っ
た
面
に
つ
い
て

聞
い
て
み
た
︒

﹁
み
な
さ
ん
お
っ
し
ゃ
る
ん
で
す
け
ど
︑先
生
が
助
け

て
く
れ
は
る
の
も
あ
る
ん
で
す
が
︑一
面
目
は
思
っ
た

よ
り
能
面
の
か
た
ち
に
な
る
ん
で
す
よ
︒こ
ん
な
も

の
と
て
も
で
き
な
い
と
思
っ
て
い
た
の
が
い
ち
お
う
の

か
た
ち
に
な
り
ま
す
の
で
︑で
き
た
！
と
い
う
喜
び
は

あ
り
ま
し
た
ね
﹂

母
の
勧
め
で
能
面
師
・
北
澤
如
意
の
教
室
に
入
門
し
︑

以
来
約
50
年
︑面
を
打
ち
つ
づ
け
て
い
る
︒は
じ
め
て

打
っ
た
面
は
も
う
手
元
に
な
い
そ
う
だ
が
︑自
分
の
顔

に
似
て
い
た
の
だ
と
言
う
︒

﹁
孫
次
郎
と
い
う
女
面
だ
っ
た
ん
で
す
け
ど
︑自
分
の

顔
に
そ
っ
く
り
で︵
笑
︶︒は
じ
め
て
の
こ
ろ
は
︑ふ
し
ぎ

な
こ
と
に
作
者
に
似
る
ん
で
す
︒で
す
か
ら
そ
れ
を

だ
ん
だ
ん
消
し
て
い
く
と
い
う
の
が
は
じ
め
の
修
行

で
す
︒た
と
え
ば
姥
の
面
を
若
い
人
が
打
つ
と
若
い
感

じ
に
な
る
ん
で
す
︒そ
こ
を
超
越
し
な
い
と
い
け
な
い
︒

や
っ
ぱ
り
自
分
が
出
る
ん
で
す
よ
ね
︑面
に
﹂

能
面
師
は
︑古
面
を
手
本
に
︑写
し
取
る
よ
う
に
し
て

面
を
打
つ
︒そ
の
た
め
作
者
の
独
自
性
は
排
さ
れ
る
︒

と
は
い
え
︑ひ
と
つ
の
面
を
打
つ
の
に
数
ヶ
月
は
か
か

る
︒日
々
自
ら
の
気
分
や
環
境
が
変
化
す
る
中
︑作
者

の
個
性
や
感
情
の
起
伏
が
作
品
に
影
響
し
て
し
ま
う

いわい・あや

1969年同志社大学法学部卒。20歳のとき北澤如意師に入門。92年、国立民族学博物館に「小面」納入、同博物館能

面制作工程ビデオ撮影に参加。国内各都市ほかニューヨーク、フランクフルトにて能面の展示実績あり。現在は京都能

面工房代表、能面塾「雪秀会」指導をつとめる。京の名匠「春秋会」会員。京都市伝統工芸連絡懇話会会員。
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こ
と
も
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

﹁
い
ち
ば
ん
大
事
な
の
は
平
常
心
︒そ
れ
を
キ
ー
プ
す

る
た
め
に
日
々
を
過
ご
し
て
い
ま
す
︒い
ろ
い
ろ
な
物

事
が
起
き
て
︑平
常
心
で
い
ら
れ
な
い
と
き
は
︑作
業

し
ま
せ
ん
︒感
情
に
左
右
さ
れ
ず
に
︑平
常
心
で
取
り

組
む
こ
と
が
大
事
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
﹂

古
典
芸
能
の
道
具
な
ど
の
職
人
は
︑そ
の
芸
能
の
趨

勢
に
影
響
さ
れ
る
︒能
楽
と
そ
れ
を
支
え
る
能
面
師

と
い
う
職
も
例
外
で
は
な
く
︑明
治
維
新
に
よ
り
い
ち

ど
存
続
の
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
︒技
術
や
経
験

を
後
世
に
伝
え
て
い
く
た
め
に
何
を
す
べ
き
か
と
い

う
問
い
に
︑岩
井
は
笑
顔
で
こ
う
答
え
る
︒

﹁
昔
の
材
料
が
そ
ろ
わ
な
か
っ
た
り
︑ぜ
ん
ぜ
ん
ち
が

う
状
況
で
は
あ
り
ま
す
が
︑能
面
師
の
み
な
さ
ん
は

い
ま
あ
る
素
材
と
技
術
を
取
り
入
れ
て
︑そ
れ
ぞ
れ

独
自
の
方
法
で
新
し
い
こ
と
も
や
っ
て
お
ら
れ
ま
す
︒

意
外
と
結
果
オ
ー
ラ
イ
み
た
い
な
と
こ
ろ
も
あ
っ
て
︑

自
分
の
考
え
で
で
き
る
と
こ
ろ
の
あ
る
︑ふ
し
ぎ
な
工

芸
な
ん
で
す
﹂

こ
う
し
た
岩
井
の
よ
う
な
お
お
ら
か
さ
は
︑古
典
や

伝
統
の
継
承
の
ひ
と
つ
の
要
素
な
の
か
も
し
れ
な
い
︒

Special 3

京
都
能
面
工
房 

岩
井
彩

［
能
面
師
］

立
命
館
大
学
ア
ー
ト
・リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー  

赤
間
亮

［
副
セ
ン
タ
ー
長
︑

立
命
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科 

教
授
］



14Special 4ASSEMBLY｜0415 Special 4 ROHM Theatre Kyoto

自己運動する
古典芸能

ロームシアター京都
̶

「シリーズ 
舞台芸術としての伝統芸能 

vol.2 能楽『鷹姫』」
第二部ディスカッション 

原
瑠
璃
彦
氏
に
よ
る
第
一
部『
鷹
姫
』公
演
レ
ポ
ー
ト
はpp. 52–56

を
お
読
み
く
だ
さ
い
。

［レポート］
̶

中谷 森
Nakatani Mori

登
壇
者
の
方
々
の
言
葉
を
引
用
す
る
に
あ
た
り
、読
み
や
す
さ
を
考
慮
し
て
若
干
の
表
現
の
改
変
を
加
え
ま
し
た
。

西
野
春
雄﹇
能
楽
研
究
者
／

法
政
大
学
名
誉
教
授
﹈

観
世
銕
之
丞

片
山
九
郎
右
衛
門

なかたに・もり

2018年度リサーチプログラムリサーチャー。現在、京都大学こころの未来研究センター特

定研究員、京都造形芸術大学非常勤講師。日本におけるシェイクスピア受容研究を中心と

し、翻訳・翻案を通じて変容・創作されてきた日本の劇言語について研究を進めている。

伝
統
芸
能
の
継
承
と
創
造
を
目
指
す
取
り
組
み
と
し
て
、平
成
29
年
度
に

始
ま
っ
た「
舞
台
芸
術
と
し
て
の
伝
統
芸
能
」
シ
リ
ー
ズ
。
能
を
取
り
上
げ

た
2
年
目
は
、『
鷹
姫
』
が
演
目
と
し
て
選
ば
れ
た
。
第
一
部
の
上
演
に
続

い
て
お
こ
な
わ
れ
た
第
二
部
で
は
、〈
老
人
〉役
を
演
じ
た
観
世
銕
之
丞
氏
、

〈
鷹
姫
〉役
の
片
山
九
郎
右
衛
門
氏
、
そ
し
て
法
政
大
学
名
誉
教
授
で
能

楽
研
究
者
の
西
野
春
雄
氏
を
迎
え
、3
者
に
よ
る
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
開
催

さ
れ
た
。「
学
生
の
時
に
観
た
初
演
の
時
と
、
今
回
の
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京

都
で
の
上
演
の
間
に
、『
鷹
姫
』は
か
な
り
の
自
己
運
動
を
し
て
き
て
い
る

よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
」。
こ
う
口
火
を
切
っ
た
西
野
氏
の
言
葉
通
り
、デ
ィ
ス

カ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
し
て
紐
解
か
れ
た
の
は
、そ
の
創
造
と
継
承
を
通
じ
て
革

新
を
続
け
る『
鷹
姫
』の「
自
己
運
動
」
の
物
語
で
あ
っ
た
。

◉

話
は
ま
ず
、前
世
紀
の
は
じ
め
、能
を
通
じ
た
東
西
の
文
化
交
流
へ
と
遡
っ

た
。
初
代
梅
若
実
に
師
事
し
て
能
を
習
っ
た
と
さ
れ
る
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
亡
く

な
っ
た
後
、翻
訳
を
含
む
能
に
つ
い
て
の
彼
の
遺
稿
は
、ア
メ
リ
カ
出
身
の
詩

人
で
あ
り
イ
ェ
ー
ツ
の
秘
書
で
あ
っ
た
エ
ズ
ラ
・
パ
ウ
ン
ド
の
手
に
渡
る
。
パ

ウ
ン
ド
に
よ
る
紹
介
を
通
じ
て
イ
ェ
ー
ツ
は
日
本
の
能
に
出
会
い
、そ
こ
に

自
ら
が
理
想
と
す
る
演
劇
の
姿
を
見
た
と
い
う
。
西
野
氏
は
、イ
ェ
ー
ツ
と

能
の
出
会
い
を
解
説
す
る
に
あ
た
っ
て
、邦
訳
を
手
が
け
た
高
橋
康
也
の
言

葉
を
引
用
す
る
。「
日
常
的
写
実
性
か
ら
の
完
全
な
脱
却
、装
置
・
演
技
・
プ

ロ
ッ
ト
に
お
け
る
徹
底
し
た
単
純
化
と
様
式
化
、そ
れ
に
よ
る
深
い
象
徴
性
、

特
に
仮
面
と
音
楽
と
舞
踊
に
よ
る
祭
儀
性
、選
ば
れ
た
少
数
観
客
へ
の
信
頼

な
ど
、彼
は
自
分
が
夢
に
見
て
い
た
す
べ
て
が
こ
こ
に
あ
る
の
を
見
た
の
だ
」

（『
世
界
現
代
演
劇 

第
二
巻
』白
水
社
，1
9
7
1
）。
こ
う
し
て
能
に
触
発
さ
れ
た
イ
ェ
ー

ツ
が
最
初
に
創
作
し
た
の
が
、舞
踊
詩
劇『
鷹
の
井
戸
』（1
9
1
6
）で
あ
っ
た
。

　
戦
後
、『
鷹
の
井
戸
』を
能
の
形
式
へ
と
い
わ
ば
逆
輸
入
し
た『
鷹
の
泉
』

（
1
9
4
9
）が
横
道
萬
里
雄
に
よ
っ
て
書
か
れ
、喜
多
実
が
上
演
し
た
。
そ
の
後
、

能
の
類
型
に
捉
わ
れ
な
い
新
作
能
を
作
り
た
い
と
い
う
観
世
寿
夫
の
希
望

に
応
え
て
、新
し
く
書
き
換
え
ら
れ
、改
作『
鷹
姫
』（
1
9
6
7
）
が
生
ま
れ
た
。

幼
か
っ
た
当
時
の
記
憶
を
辿
り
な
が
ら
、銕
之
丞
氏
は
こ
う
回
想
す
る
。「
親

父
た
ち（
銕
之
丞
氏
の
父
は
八
世
観
世
銕
之
亟
、叔
父
は
観
世
寿
夫
）が
、ま
だ
30
代
40
代
の

頃
で
す
の
で
、素
晴
ら
し
い
歴
々
の
方
た
ち
が
ま
だ
青
春
と
い
う
尾
っ
ぽ
を

引
き
ず
っ
て
い
る
く
ら
い
の
頃
で
。
公
演
が
近
づ
く
と
毎
日
お
酒
を
飲
み
な

が
ら
、あ
あ
で
も
な
い
、こ
う
で
も
な
い
と
や
っ
て
い
た
ん
だ
と
思
い
ま
す
。
家

へ
帰
っ
て
く
る
と
親
父
が
も
の
す
ご
く
ハ
イ
テ
ン
シ
ョ
ン
で
、ち
ょ
っ
と
怖
い
な

と
思
っ
た
の
が
、最
初
の『
鷹
姫
』の
こ
と
で
し
た
」。

　
西
野
氏
に
よ
れ
ば
、戦
前
、『
鷹
の
井
戸
』を
能
へ
翻
案
し
て
は
ど
う
か
、と

横
道
に
示
唆
し
た
の
は
、能
楽
研
究
の
先
輩
、小
林
静
雄
で
あ
っ
た
。
し
か
し

小
林
は
、惜
し
く
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
戦
死
。不
老
不
死
の
水
を
め
ぐ
る『
鷹
姫
』

の
世
界
を
貫
く
の
は〈
水
〉と〈
命
〉の
テ
ー
マ
で
あ
り
、本
作
を
締
め
く
く
る

キ
リ
の
文
句
は「
静
か
な
り
榛
の
小
林
」
で
あ
る
。
横
道
は
生
前
、こ
の
言
葉

の
な
か
に
小
林
へ
の
鎮
魂
の
祈
り
を
込
め
た
と
西
野
氏
に
語
っ
た
と
い
う
。

◉ 

◉

こ
う
し
て
生
ま
れ
た『
鷹
姫
』は
、能
の
新
し
い
あ
り
方
を
模
索
す
る
も
の

で
あ
り
、さ
ま
ざ
ま
な
改
良
と
演
出
ご
と
の
工
夫
を
重
ね
て
受
け
継
が
れ

て
き
た
、と
西
野
氏
は
続
け
る
。
そ
こ
で
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
た
の
が
、ギ

リ
シ
ャ
悲
劇
の
コ
ロ
ス
を
イ
メ
ー
ジ
し
て
生
み
出
さ
れ
た
半
仮
面
の〈
岩
〉

の
役
の
特
異
性
で
あ
る
。
当
初
、
地
謡
と〈
岩
〉は
そ
れ
ぞ
れ
登
場
し
て
い

た
が
、再
演
か
ら〈
岩
〉が
地
謡
を
も
兼
ね
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
ま
た
、

今
回
の
上
演
で
は〈
岩
〉役
の
11
人
全
員
を
シ
テ
方
が
務
め
た
が
、オ
ー
デ
ィ

シ
ョ
ン
が
お
こ
な
わ
れ
た『
鷹
姫
』初
演
時
は
、シ
テ
方
に
限
ら
ず
ワ
キ
方

と
狂
言
方
も
加
わ
っ
て
、〈
岩
〉が
編
成
さ
れ
て
い
た
。

　「
叔
父（
観
世
寿
夫
）が
作
曲
し
て
い
る
ん
で
す
が
、横
道
先
生
と
相
談
さ
れ

た
時
に
、ど
の
シ
テ
方
の
ど
の
流
儀
で
あ
っ
て
も
謡
え
る
形
と
い
う
も
の
を

つ
く
っ
て
き
た
わ
け
で
す
」
と
、銕
之
丞
氏
は
説
明
す
る
。
九
郎
右
衛
門
氏
は
、自

ら
が〈
岩
〉を
演
じ
た
と
き
の
苦
心
に
触
れ
、言
葉
そ
の
も
の
の
力
に
満
ち
た

〈
岩
〉の
台
詞
は
、演
者
を
試
す
ひ
と
つ
の
試
験
の
よ
う
だ
と
語
っ
た
。
ま
た

西
野
氏
は
、そ
の
作
曲
上
の
工
夫
に
触
れ
る
。
輪
唱
や
地
取
り（
次
第
に
続
い

て
地
謡
が
同
じ
文
句
を
繰
り
返
す
こ
と
）に
加
え
て
、狂
言
の
小
唄
を
取
り
入
れ
る
な

ど
、伝
統
的
な
能
の
枠
組
み
を
超
え
て
作
曲
さ
れ
た『
鷹
姫
』。
シ
テ
方
・
ワ

キ
方
・
狂
言
方
と
い
う
枠
に
と
ら
わ
れ
ず
本
作
が
演
じ
ら
れ
て
き
た
足
取
り

に
も
、そ
の
趣
向
の
成
果
は
表
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

◉ 

◉ 

◉

今
回
、一
昨
年
の
上
演（
於
：
京
都
観
世
会
館
）に
続
い
て
、『
鷹
姫
』制
作
の
指
揮

を
執
っ
た
九
郎
右
衛
門
氏
は
、
能
楽
堂
と
劇
場
で
の
演
出
の
違
い
を
問
わ

れ
る
と
、こ
う
答
え
た
。「
今
日
や
ら
せ
て
い
た
だ
い
て
つ
く
づ
く
、
能
の

人
間
と
い
う
の
は
、
能
の
舞
台
の
形
に
随
分
守
ら
れ
て
い
る
ん
だ
な
、
と

い
う
の
が
正
直
な
思
い
で
す
」。
能
楽
堂
で
演
じ
る
と
き
に
は
、〈
空
賦
麟
〉

と〈
老
人
〉、〈
岩
〉の
三
者
を
繋
ぐ
永
遠
の
ル
ー
プ
と
い
う
輪
廻
観
が
自
然

と
生
じ
る
の
に
対
し
、
劇
場
の
舞
台
で
は
、
美
術
や
照
明
な
ど
、
さ
ま
ざ

ま
な
面
を
手
探
り
で
作
り
込
ん
で
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
い

う
。
劇
場
な
ら
で
は
の
奥
行
き
と
高
低
差
を
生
か
し
た
今
回
の
空
間
設

計
の
背
後
に
は
、「
距
離
の
取
り
方
」
に
心
を
砕
い
た
と
い
う
九
郎
右
衛
門

氏
の
苦
心
が
垣
間
見
え
た
。

　
こ
の
よ
う
な
声
を
受
け
て
西
野
氏
は
、「
引
き
算
の
芸
術
」
で
あ
る
能
で

は
、年
月
を
か
け
て
淘
汰
さ
れ
て
き
た
も
の
の
中
に
完
成
さ
れ
た
姿
が
現

れ
て
く
る
と
述
べ
る
。「
や
は
り
、今
の『
井
筒
』に
し
ろ『
葵
上
』に
し
ろ
、何

百
年
と
演
じ
ら
れ
て
き
て
今
日
あ
る
わ
け
で
す
。そ
れ
に
比
べ
た
ら『
鷹
姫
』

は
、ま
だ
ほ
ん
の
ち
ょ
っ
と
の
と
こ
ろ
で
す
」。
そ
し
て
最
後
に
九
郎
右
衛
門

氏
が
述
べ
た
の
は
、空
間
設
計
を
手
が
け
た
ド
ッ
ト
ア
ー
キ
テ
ク
ツ
を
は
じ

め
と
す
る
舞
台
設
計
ス
タ
ッ
フ
へ
の
感
謝
の
言
葉
だ
っ
た
。
何
度
も
図
面
を

引
き
直
し
て
も
ら
っ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
こ
そ
、今
回
の
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー

京
都
で
の『
鷹
姫
』上
演
の
試
み
そ
れ
自
体
が
、ひ
と
つ
の「
自
己
運
動
」
と

し
て
、そ
の
歴
史
に
残
し
た
足
跡
を
記
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

Profile
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か
つ
て
の
東
ア
ジ
ア
と
の
文
化
交
流
は
︑

日
本
の
古
典
芸
能
へ
多
分
に
影
響
を
与
え
た
︒

そ
の
後
︑各
国
の
芸
能
は

そ
の
国
の
文
化
状
況
下
で

ど
の
よ
う
に
独
自
の
変
遷
を
た
ど
り
︑

い
ま
ど
の
よ
う
な
位
置
づ
け
が

さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
？ 

東
ア
ジ
ア
の
古
典
芸
能
の
変
容
を
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
国
と
地
域
の

芸
能
の
専
門
家
が
紹
介
す
る
︒

い

ま

東

ア

ジ

ア

の

古

典

芸

能

の

現

在

中
国

韓
国

台
湾

Special 5

中

華

人

民

共

和

国

中
国
の
陝
西
・
甘
粛
地
方
に
、
秦
腔
と
い
う
古
典
芸
能
が
あ

る
。
少
な
く
と
も
明
代
半
ば
（
16
世
紀
末
）
ご
ろ
か
ら
存
在
し

て
い
た
と
さ
れ
る
こ
の
古
典
芸
能
は
、
2
0
0
6
年
に
国
定

の
無
形
文
化
遺
産
に
認
定
さ
れ
、
中
国
政
府
の
手
厚
い
保
護

を
受
け
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
激
動
の
中
国
現
代
史

の
な
か
で
、
秦
腔
の
運
命
も
翻
弄
さ
れ
、
上
演
形
式
や
内
容

は
幾
多
の
変
遷
を
経
て
き
た
。

　

民
国
期
の
秦
腔
役
者
は
、
識
字
率
の
低
い
下
層
階
級
に

属
し
、
そ
の
多
く
は
村
々
を
巡
回
公
演
し
て
、
簡
素
な
移

動
式
舞
台
で
大
衆
受
け
す
る
伝
統
演
目
を
上
演
し
て
い
た
。

1
9
4
9
年
の
中
華
人
民
共
和
国
の
建
国
以
降
は
多
く
の
劇

団
が
国
営
化
し
、
政
治
思
想
を
伝
達
す
る
た
め
に
愛
国
的
・

啓
蒙
的
な
演
目
が
上
演
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
1
9
6
6

年
か
ら
10
年
続
い
た
文
化
大
革
命
時
代
は
、
毛
沢
東
ら
に

よ
っ
て
伝
統
演
目
の
上
演
が
禁
止
さ
れ
る
。
1
9
7
8
年
か

ら
の
改
革
開
放
政
策
時
代
に
は
伝
統
演
目
が
復
活
す
る
が
、

ラ
イ
バ
ル
と
な
る
娯
楽
の
多
様
化
に
よ
っ
て
衰
退
し
、
秦

腔
は
し
だ
い
に
関
心
を
持
た
れ
な
く
な
る
。
だ
が
現
在
は
、

2
0
0
6
年
に
国
定
無
形
文
化
遺
産
化
し
て
以
来
、
秦
腔
に

対
す
る
人
び
と
の
保
護
意
識
は
高
ま
り
つ
つ
あ
る
。

　

そ
う
し
た
中
、
現
在
、
陝
西
省
の
省
都
・
西
安
に
は
、
お

茶
を
飲
み
な
が
ら
秦
腔
が
楽
し
め
る
秦し
ん
こ
う
さ
ろ
う

腔
茶
楼
と
呼
ば
れ
る

場
所
が
あ
る
。
な
か
で
も
、
尚し
ょ
う
ゆ
う友秦

腔
茶
楼
は
、
外
国
人
や

地
方
か
ら
の
観
客
を
相
手
に
、
こ
こ
数
年
非
常
に
活
発
に
秦

腔
を
上
演
し
て
い
る
茶
楼
で
あ
る
。通
常
の
劇
団
公
演
で
は
、

2
時
間
が
か
り
の
長
編
伝
統
演
目
を
延
々
と
上
演
す
る
こ
と

が
多
い
が
、
そ
の
茶
楼
で
は
、
陝
西
方
言
で
歌
わ
れ
る
秦
腔

が
分
ら
な
い
観
客
に
配
慮
し
て
、
演
目
の
有
名
シ
ー
ン
だ
け

を
抜
粋
し
て
上
演
す
る
。
ま
た
、
木
偶
や
皮
影
な
ど
の
他
の

芸
能
も
交
互
に
上
演
し
、
観
客
に
楽
器
演
奏
体
験
ま
で
さ
せ

て
、
飽
き
さ
せ
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
。
茶
楼
と
い
う
上
演

形
式
は
民
国
期
に
も
あ
り
、決
し
て
新
し
い
存
在
で
は
な
い
。

し
か
し
尚
友
秦
腔
茶
楼
の
よ
う
に
、
観
光
都
市
・
西
安
と
い

う
立
地
を
活
か
し
て
、外
部
の
観
客
に
合
わ
せ
た
上
演
形
式
・

内
容
で
運
営
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
歴
史
を
踏
ま
え
る

と
大
変
興
味
深
い
。

Profile

現
代
に
生
き
る
中
国
古
典
芸
能・秦し

ん

こ

う腔
の
茶
楼

尚
友
秦
腔
茶
楼
の
上
演
の
様
子

清
水
拓
野

◉
東
ア
ジ
ア
の
古
典
芸
能
の
い
ま＝1 
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台

湾

台
湾
の
「
古
典
劇
」
と
問
わ
れ
た
ら
、
お
そ
ら
く
誰
も
が
困

惑
す
る
。「
無
形
文
化
遺
産
程
度
の
パ
ブ
リ
ッ
ク
な
芸
能
」
と

い
う
今
回
の
枠
設
定
が
す
こ
ぶ
る
日
本
的
と
い
い
ま
し
ょ
う

か
、
ピ
タ
リ
と
お
さ
ま
る
も
の
が
な
い
。

　

台
湾
に
は
独
自
の
王
朝
が
な
く
、
清
朝
、
日
本
、
中
国
国

民
党
と
外
来
政
権
が
交
代
し
た
。
ゆ
え
に
為
政
者
の
ス
テ
イ

タ
ス
・
シ
ン
ボ
ル
た
る
王
朝
芸
能
が
な
く
、
芸
態
間
の
階
級
が

希
薄
で
あ
る
と
い
う
日
本
・
中
国
と
は
決
定
的
に
異
な
る
特

徴
が
あ
る
。
大
陸
か
ら
伝
来
し
た
昆
曲
、
京
劇
は
、
国
民
党

政
権
の
文
化
政
策
が
「
中
国
化
」
で
あ
っ
た
1
9
8
0
年
代

前
半
ま
で
は
高
位
に
置
か
れ
た
。昆
曲
は
明
代
の
ス
テ
イ
タ
ス・

シ
ン
ボ
ル
、
そ
の
位
置
は
清
朝
で
も
継
続
し
た
が
、
清
末
に
は

民
間
の
複
数
の
芝
居
が
融
合
し
た
京
劇
が
皇
族
に
愛
さ
れ
た
。

台
湾
に
伝
来
し
た
王
朝
時
代
の
終
焉
期
、
昆
曲
は
芝
居
界
の

最
上
位
だ
が
民
間
か
ら
は
遊
離
し
て
い
た
。
京
劇
は
民
間
出

自
の
雄
だ
が
昆
曲
よ
り
は
下
位
と
い
う
優
越
感
と
劣
等
感
を

抱
え
た
急
成
長
期
で
、
台
湾
に
来
た
京
劇
は
部
分
的
に
現
地

化
し
着
地
し
た
。

Profile

時
間
・
空
間
の「
綯な

い

ま交
ぜ
」を
編
み
出
す
芸
能
文
化

漢
陽
北
管
劇
団「
双
王
子
復
国
」（
歌
仔
戲
）

2
0
1
4
年
4
月
玄
天
上
帝
生
誕
日
・
於
羅
東
奠
安
宮

前
歌
仔
戯
の
中
で
も「
と
く
に
何
で
も
あ
り
」群
の
胡オ

ペ
ア
ヒ

撇
戯
。

左
が
下
男
役
で
、iPad

を
持
って
い
る
。伝
統
的
に

演
じ
る
な
ら
、こ
の
下
男
は
道
化
役
の
男
が
扮
す
る
。

提
供
＝
簡
秀
珍
氏

細
井
尚
子

◉
東
ア
ジ
ア
の
古
典
芸
能
の
い
ま＝3

ほそい・なおこ

立教大学異文化コミュニケーション学部 教授。博士（文学）。専攻は演劇学。

近年の関心は少女歌劇系芸態など東アジア大衆娯楽の近代化。
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文
化
政
策
が
台
湾
文
化
評
価
の
方
向
に
転
換
し
て
約
35
年

の
い
ま
、「
台
湾
の
」と
問
わ
れ
た
ら
や
は
り
京
劇
で
は
な
く

「
歌か
ざ
い
ぎ

仔
戯
」を
挙
げ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
歌
仔
戯
は
中
国
か
ら
台

湾
に
移
住
し
た
人
び
と
の
民
間
芸
能
に
芝
居
の
要
素
を
加
え

1
9
2
0
年
代
に
誕
生
。「
伝
統
的
な
も
の
は
中
国
か
ら
、
現

代
的
な
も
の
は
日
本
か
ら
」（
邱
坤
良
）、
入
っ
て
き
た
も
の
を
ど

ん
ど
ん
吸
収
、
不
可
変
要
素
が
少
な
い
芝
居
と
し
て
は
京
劇
に

勝
る
。
娯
楽
と
し
て
「
い
ま
」
を
取
り
込
み
、
消
費
さ
れ
る
同

時
代
性
と
、
名
作
と
し
て
再
演
・
洗
練
さ
れ
る
保
存
・
継
承
性

を
兼
備
し
、
現
在
も
娯
楽
市
場
で
大
き
な
存
在
感
を
放
つ
。

　

娯
楽
市
場
全
体
に
目
を
向
け
れ
ば
、
台
湾
の
芸
態
は
西
洋
・

非
西
洋
、
い
ま
・
昔
の
空
間
的
・
時
間
的
に
隔
た
る
産
物
を

活
か
し
あ
い
な
が
ら
ひ
と
つ
に
す
る
能
力
が
抜
群
。
す
べ
て

を
フ
ラ
ッ
ト
に
並
べ
て
い
い
と
こ
取
り
を
す
る
手
法
は
、
お

そ
ら
く
「
芸
態
間
の
階
級
が
希
薄
」
と
い
う
台
湾
の
特
徴
と

大
い
に
関
係
が
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
の
文
化
を
考
え

る
上
で
、
台
湾
は
大
き
な
ヒ
ン
ト
を
与
え
て
く
れ
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

大

韓

民

国

韓
国
に
お
け
る
古
典
芸
能
は
大
切
な
観
光
資
源
で
あ
る
。
パ
ン

ソ
リ
、
仮
面
劇
、
プ
ン
ム
ル
な
ど
、
食
事
を
し
な
が
ら
鑑
賞
し

た
り
、
遊
園
施
設
の
出
し
物
な
ど
で
目
に
す
る
こ
と
も
多
か
っ

た
。
し
か
し
、
こ
こ
何
年
か
で
古
典
芸
能
を
扱
う
場
所
が
減
り

つ
つ
あ
る
。
そ
ん
な
中
で
も
、
河ハ
フ
ェ回
別
神
ク
ッ
タ
ル
ノ
リ
で
使

わ
れ
る
仮
面
は
、
あ
ち
こ
ち
の
土
産
物
屋
な
ど
で
必
ず
見
か

け
る
韓
国
伝
統
芸
能
の
象
徴
的
な
仮
面
で
あ
る
。

　

仮
面
劇
で
有
名
な
河
回
村
は
良ヤ
ン
ド
ン洞

村
と
共
に
ユ
ネ
ス
コ
の

歴
史
的
村
落
に
登
録
さ
れ
、
そ
こ
で
継
承
さ
れ
て
い
た
仮
面

劇
だ
け
で
な
く
、
村
自
体
へ
の
関
心
も
高
ま
り
、
古
典
芸
能

と
村
が
観
光
資
源
化
さ
れ
た
。観
光
資
源
化
さ
れ
た
こ
と
で
、

本
来
仮
面
劇
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
別
神
祭
は
イ
ベ
ン
ト
と

し
て
の
意
味
を
強
め
、
神
事
と
切
り
離
さ
れ
た
仮
面
劇
は
芸

態
だ
け
を
継
承
し
て
い
く
芸
能
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
。
芸
態

だ
け
を
継
承
す
る
こ
と
が
古
典
芸
能
（
伝
統
芸
能
）の
保
存
・
継

承
と
言
え
る
の
か
と
い
う
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
別
神
ク
ッ

タ
ル
ノ
リ
を
中
心
に
、
河
回
村
が
あ
る
安ア
ン
ド
ン東

市
で
「
国
際
仮

面
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
が
開
催
さ
れ
る
な
ど
、
地
方
自
治
体

の
知
名
度
を
上
げ
、
経
済
的
な
自
立
を
促
す
こ
と
に
貢
献
し

て
い
る
の
も
、
ま
た
事
実
で
あ
る
。

　

河
回
村
の
入
り
口
に
建
設
さ
れ
た
常
設
劇
場
は
、
恒
常
的

に
古
典
芸
能
を
提
供
で
き
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
韓

国
の
古
典
芸
能
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
広
く
知
ら
れ
て
い
る
河

回
村
の
仮
面
劇
を
目
当
て
に
訪
れ
て
い
た
観
光
客
は
、
河
回

村
の
歴
史
的
風
景
を
も
目
的
に
訪
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
観
光
客
は
、
別
神
祭
と
い
う
特
別
な
時
間
を
目
指
さ
ず

と
も
、
い
つ
で
も
古
典
芸
能
に
触
れ
ら
れ
る
機
会
を
も
て
る

よ
う
に
な
り
、
仮
面
劇
は
安
定
し
た
観
光
資
源
と
し
て
の
役

割
の
一
端
を
担
う
こ
と
に
な
っ
た
。

　

歴
史
的
な
空
間
を
感
じ
よ
う
と
す
る
時
に
、
そ
こ
で
継
承

さ
れ
て
き
た
仮
面
劇
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
、
大
き
な
メ
リ
ッ
ト
と
な
る
。
神
事
の
中
で
み
る
か
ら
こ

そ
古
典
芸
能
の
価
値
が
あ
る
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
が
、
定

期
的
に
演
じ
ら
れ
る
仮
面
劇
が
あ
る
こ
と
で
、
河
回
村
は
以

前
よ
り
観
光
地
と
し
て
活
性
化
さ
れ
た
と
い
う
側
面
は
否

定
で
き
な
い
。

Profile

古
典
芸
能
が
観
光
資
源
と
し
て
の
役
割
を
担
う

河
回
村
の
中
心
へ移
動
す
る
演
者
た
ち

倉
石
美
都

◉
東
ア
ジ
ア
の
古
典
芸
能
の
い
ま＝2
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『
源
氏
物
語
』
の
引
用

 　
『
と
は
ず
が
た
り
』
は
、
後
深
草
院
（
上
皇
）
に
仕
え
た
一
女
房
の
回
想
記
で
あ
る
。

 　

久
我
大
納
言
雅
忠
の
娘
と
し
て
生
ま
れ
た
作
者
は
、
後
深
草
院
の
宮
廷
に
二
条
と
い
う
女
房
名
で
仕
え
た
。
そ
し
て
文
永
8

年
（
1
2
7
1
年
）
1
月
、
14
歳
で
は
じ
め
て
院
と
契
り
を
結
ん
だ
と
き
の
こ
と
か
ら
回
想
の
筆
を
と
る
。

　

文
永
8
年
の
元
日
、
後
深
草
院
の
御
所
で
お
こ
な
わ
れ
た
年
始
の
行
事
が
終
わ
り
、
御
所
を
退
出
し
た
二
条
は
、
父
の
邸
宅

が
い
つ
に
な
く
華
や
か
に
飾
ら
れ
て
い
る
の
に
気
づ
く
。
事
情
を
知
ら
さ
れ
て
い
な
い
彼
女
は
、
周
囲
の
人
び
と
が
意
味
あ
り

げ
に
笑
い
さ
ざ
め
く
な
か
で
、
不
審
に
思
う
ば
か
り
で
あ
る
。
そ
し
て
夜
、
後
深
草
院
が
作
者
の
寝
所
に
入
っ
て
き
て
、
よ
う

や
く
事
情
が
飲
み
込
め
た
が
、
そ
の
間
の
二
条
の
心
の
動
き
は
、
周
囲
の
雰
囲
気
も
ふ
く
め
て
た
く
み
に
描
か
れ
て
い
る
。

　

こ
の
回
想
記
を
執
筆
し
て
い
た
当
時
、
作
者
の
二
条
は
す
で
に
50
歳
前
後
に
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
30
数
年
前
の
で
き

ご
と
を
回
想
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ
に
描
き
出
さ
れ
る
心
の
動
き
は
じ
つ
に
リ
ア
ル
で
あ
る
。
想
像
力
豊
か
な
彼
女

は
、
記
憶
の
大
枠
を
踏
み
は
ず
さ
な
い
程
度
に
、
遠
い
過
去
の
で
き
ご
と
を
物
語
的
に
再
現
し
な
が
ら
回
想
す
る
。
性
的
な
初

体
験
か
ら
回
想
の
筆
を
執
る
の
は
、『
伊
勢
物
語
』
以
来
の
古
典
物
語
の
伝
統
で
も
あ
っ
た
。

　

後
深
草
院
と
の
な
れ
そ
め
か
ら
始
ま
る
『
と
は
ず
が
た
り
』
は
、
院
と
の
苦
し
い
恋
の
思
い
出
が
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
縦
糸
に

な
っ
て
い
る
。「
と
は
ず
が
た
り
」
と
は
、
だ
れ
か
ら
問
わ
れ
る
と
も
な
く
語
り
だ
す
身
の
う
え
話
を
い
う
。
勅
撰
和
歌
集
に

は
次
の
よ
う
な
用
例
が
見
い
だ
さ
れ
る
。

古
典
を
引
用
す
る

―
こ
の
こ
と
は
︑私
た
ち
の
現
実
の
な
か
で
ど
の
よ
う
な
力
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
だ
ろ
う
︒

日
本
中
世
文
学
︑芸
能
研
究
者
の
兵
藤
裕
己
に
︑古
典
文
学
の
受
容
と
再
演
性
に
関
す
る
論
考
を
依
頼
し
た
︒

 
古
典
の
力
、引
用
さ
れ
る『
源
氏
物
語
』

―
兵
藤
裕
己［
学
習
院
大
学
教
授
］

新潮日本古典集成 とはずがたり［新潮社］

　
　
　

つ
つ
め
ど
も
た
へ
ぬ
思
い
に
な
り
ぬ
れ
ば
と
は
ず
が
た
り
の
せ
ま
ほ
し
き
か
な

 
  

 
 

﹇『
千
載
和
歌
集
』
巻
十
一
、
藤
原
成
通
﹈

　
　
　

も
ろ
と
も
に
あ
は
れ
と
い
は
ず
は
人
知
れ
ぬ
と
は
ず
が
た
り
を
我
の
み
や
せ
む

 
  

 
 

﹇『
新
古
今
和
歌
集
』
巻
十
一
、
源
俊
賢
の
母
﹈

　

ひ
と
り
忍
ぶ
に
た
え
な
い
恋
の
思
い
、
そ
の
苦
し
み
を
聞
い
て
く
れ
る
相
手
も
い
な
い
ま
ま
に
語
る
身
の
う
え
の
語
り
が
、

「
と
は
ず
が
た
り
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
恋
の
回
想
を
主
題
に
し
た
本
書
の
前
半
部
分
（
巻
一
〜
三
）に
ふ
さ
わ
し
い
タ
イ
ト
ル
だ
が
、

「
と
は
ず
が
た
り
」
の
書
名
に
関
連
し
て
も
う
ひ
と
つ
見
落
と
せ
な
い
の
は
、『
源
氏
物
語
』
で
あ
る
。

　
『
源
氏
物
語
』
に
見
え
る
「
と
は
ず
が
た
り
」
の
用
例
は
、
古
女
房
た
ち
の
昔
語
り
を
指
し
て
い
る
。『
源
氏
物
語
』
は
、
光

源
氏
以
下
の
主
人
公
た
ち
に
仕
え
た
古
女
房
の
「
と
は
ず
が
た
り
」（
そ
の
筆
録
）
と
い
う
立
て
前
で
書
か
れ
て
い
る
が
、
後
深

草
院
に
仕
え
た
二
条
の
「
と
は
ず
が
た
り
」
で
は
、
ヒ
ロ
イ
ン
は
二
条
本
人
で
あ
る
。
み
ず
か
ら
の
回
想
を
物
語
的
に
再
構
成

し
て
語
る
本
書
の
方
法
は
、『
と
は
ず
が
た
り
』
と
い
う
書
名
が
端
的
に
示
し
て
い
る
。

　
　
　
記
憶
の
エ
コ
ノ
ミ
ー

　
『
と
は
ず
が
た
り
』
で
回
想
さ
れ
る
男
君
た
ち
の
な
か
で
、
作
者
二
条
に
と
っ
て
も
っ
と
も
大
き
な
存
在
は
、
い
う
ま
で
も

な
く
後
深
草
院
で
あ
る
。
前
半（
巻
一
〜
三
）で
複
数
の
男
君
た
ち
の（
主
要
な
）ひ
と
り
で
し
か
な
か
っ
た
後
深
草
院
は
、後
半（
巻

四
〜
五
）
で
は
唯
一
の
男
性
と
し
て
語
ら
れ
る
。
と
く
に
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
末
尾
近
く
、
後
深
草
院
が
死
去
し
、
二
条
が

そ
の
葬
列
を
は
だ
し
で
追
っ
て
い
く
場
面
（
巻
五
）
は
、
本
書
の
な
か
で
と
く
に
印
象
に
残
る
箇
所
と
言
っ
て
よ
い
。

　

後
深
草
院
は
、後
嵯
峨
院
の
第
三
皇
子
。
母
は
西
園
寺
実
氏
の
娘
の
中
宮
姞
子
（
大
宮
院
）
で
あ
る
。
寛
元
元
年
（
1
2
4
3
年
）

に
生
ま
れ
、
同
年
中
に
立
太
子
、
寛
元
4
年
に
4
歳
で
即
位
し
、
正
元
元
年
（
1
2
5
9
年
）
に
16
歳
で
譲
位
し
た
。
二
条
と
関

係
を
結
ん
だ
文
永
8
年
に
は
、
28
歳
だ
っ
た
。

　

後
深
草
院
は
、
天
皇
在
位
中
の
11
歳
の
と
き
に
元
服
し
た
。
当
時
の
慣
習
と
し
て
元
服
と
同
時
に
女
性
関
係
を
も
つ
の
だ
が
、

二
条
へ
の
院
の
述
懐
と
し
て
く
り
返
し
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
新
枕
の
こ
と
は
二
条
の
母
の
大
納
言
典
侍
に
教
え
ら
れ
た
。
院
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に
と
っ
て
、
最
初
の
女
性
は
二
条
の
母
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
後
、
大
納
言
典
侍
は
源
雅
忠
の
妻
と
な
り
、
二
条
を
生
ん
だ

翌
年
に
死
去
し
た
。

　
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
よ
れ
ば
、
後
深
草
院
は
、
大
納
言
典
侍
の
形
見
と
し
て
、
二
条
が
4
歳
に
な
っ
た
と
き
に
彼
女
を
院

の
御
所
に
引
き
取
り
、「
あ
こ
」（
吾
子
）
と
呼
ん
で
養
育
し
た
と
い
う
。
そ
し
て
少
年
の
日
の
愛
人
・
大
納
言
典
侍
の
分
身
と

し
て
育
て
ら
れ
た
二
条
は
、
女
性
の
成
人
年
齢
の
14
歳
に
な
っ
た
年
に
、
院
と
新
枕
を
か
わ
す
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
後
深
草
院
と
二
条
の
関
係
は
、
あ
き
ら
か
に
『
源
氏
物
語
』
の
光
源
氏
と
若
紫
の
関
係
を
ふ
ま
え
て
い
る
。
後

深
草
院
本
人
も
、
若
紫
に
な
ぞ
ら
え
て
二
条
と
交
渉
を
も
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
作
者
二
条
の
回
想
の
営
み

に
は
『
源
氏
物
語
』
が
作
用
し
て
い
た
の
だ
。

　

後
深
草
院
と
二
条
の
関
係
は
、
彼
女
が
26
歳
で
御
所
を
退
出
す
る
ま
で
つ
づ
い
た
。
そ
の
間
に
も
二
条
は
複
数
の
男
と
関
係

を
持
っ
て
い
る
。
そ
の
最
初
に
登
場
す
る
の
は
、「
雪
の
曙
」
と
い
う
仮
名
で
呼
ば
れ
る
人
物
で
あ
る
（
西
園
寺
実
兼
と
推
定
さ
れ

て
い
る
）。

　
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
冒
頭
に
語
ら
れ
る
文
永
8
年
の
元
日
の
儀
式
で
、
後
深
草
院
と
父
と
の
あ
い
だ
で
二
条
を
院
に
献
じ

る
約
束
が
交
わ
さ
れ
た
。
お
な
じ
日
の
夜
の
で
き
ご
と
と
し
て
、
雪
の
曙
か
ら
衣
裳
の
贈
り
物
と
と
も
に
、
恋
歌
が
と
ど
け
ら

れ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
二
条
に
と
っ
て
雪
の
曙
は
初
恋
の
人
だ
っ
た
の
だ
が
、
雪
の
曙
と
の
関
係
は
、
二
条
が
後
深
草
院
に

召
さ
れ
た
あ
と
も
つ
づ
く
。

　

文
永
9
年
（
1
2
7
2
年
）
8
月
、
二
条
が
15
歳
の
と
き
に
父
の
雅
忠
は
死
去
し
た
。
そ
の
中
陰
（
四
十
九
日
）
が
あ
け
て
も
二

条
は
院
の
御
所
に
出
仕
せ
ず
、
し
ば
ら
く
乳
母
の
屋
敷
に
滞
在
す
る
。
そ
し
て
乳
母
の
家
に
雪
の
曙
を
迎
え
た
彼
女
は
、
あ
た

か
も
夕
顔
と
光
源
氏
の
よ
う
な
密
会
を
体
験
す
る
。
そ
の
密
会
に
さ
い
し
て
、
雪
の
曙
か
ら
送
ら
れ
た
手
紙
に
は
、「
…
…
「
頃

と
も
知
ら
で
」
と
や
お
ぼ
さ
れ
ん
と
、
心
の
ほ
か
な
る
日
か
ず
積
も
る
」
と
あ
る
。「
頃
と
も
知
ら
で
」
は
、『
源
氏
物
語
』
浮

舟
巻
で
、
浮
舟
と
匂
宮
と
の
密
事
を
知
っ
た
薫
が
、
浮
舟
に
送
り
つ
け
た
つ
ぎ
の
歌
を
ふ
ま
え
て
い
る
。

　
　

 　

波
越
ゆ
る
頃
と
も
知
ら
で
末
の
松
待
つ
ら
ん
と
の
み
思
ひ
け
る
か
な

後
深
草
院
の
寵
愛
を
受
け
な
が
ら
雪
の
曙
と
密
会
を
す
る
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
二
条
は
、
薫
の
囲
わ
れ
者
で
あ
り

な
が
ら
匂
宮
と
の
密
会
を
く
り
返
す
浮
舟
に
な
ぞ
ら
え
て
語
ら
れ
る
。

　
　
　
古
典
の
力

　
『
と
は
ず
が
た
り
』
の
『
源
氏
物
語
』
引
用
に
つ
い
て
は
、す
で
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、

清
水
好
子
氏
に
よ
れ
ば
、『
と
は
ず
が
た
り
』
の
『
源
氏
物
語
』
引
用
の
頻
度
を
み
る
と
、
作
者
二
条
は
、
か
つ
て
『
更
級
日
記
』

の
作
者
（
菅
原
孝
標
の
娘
）
が
そ
う
だ
っ
た
よ
う
に
、
文
章
を
そ
ら
で
い
え
る
ほ
ど
『
源
氏
物
語
』
を
愛
読
し
て
い
た
だ
ろ
う
と

い
う
。
ま
た
、福
田
秀
一
氏
は
、『
と
は
ず
が
た
り
』
作
者
の
「
人
生
そ
の
も
の
を
『
源
氏
』
の
作
中
人
物
に
よ
っ
て
構
想
す
る
」

手
法
に
つ
い
て
述
べ
、『
源
氏
物
語
』
は
作
者
二
条
の
「
生
き
方
を
も
あ
る
意
味
で
支
配
し
て
い
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

　

み
ず
か
ら
の
過
去
を『
源
氏
物
語
』の
女
君
た
ち
に
な
ぞ
ら
え
て
追
体
験
す
る
作
者
二
条
は
、か
つ
て『
更
級
日
記
』の
作
者
が
、

「
光
の
源
氏
の
夕
顔
、
宇
治
の
大
将
の
浮
舟
の
女
君
の
や
う
に
こ
そ
あ
ら
め
」
と
願
っ
た
こ
と
を
、
回
想
記
の
か
た
ち
で
実
現

し
た
の
だ
と
い
え
る
。

　
『
と
は
ず
が
た
り
』
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
こ
れ
を
日
記
・
回
想
記
と
み
る
か
、
あ
る
い
は
一
種
の
擬
古
物
語
の
延
長
上
で

と
ら
え
る
べ
き
か
と
い
っ
た
議
論
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
過
去
の
で
き
ご
と
を
手
軽
に
参
照
す
る
メ
デ
ィ
ア
（
媒
体
）
が
な
か
っ

た
時
代
に
あ
っ
て
、
回
想
さ
れ
る
過
去
は
、
記
憶
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
し
た
が
っ
て
容
易
に
物
語
化
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
王

朝
末
期
（
鎌
倉
時
代
）
の
宮
廷
社
会
に
あ
っ
て
、王
朝
の
盛
時
の
記
憶
を
再
構
成
・
再
生
産
す
る
の
に
寄
与
し
た
最
大
の
古
典
が『
源

氏
物
語
』
だ
っ
た
。

　
『
と
は
ず
が
た
り
』
が
書
か
れ
て
か
ら
20
数
年
後
、
延
喜
聖
代
（『
源
氏
物
語
』
の
時
代
背
景
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
醍
醐
天
皇
の
時
代
で
、

平
安
王
朝
の
盛
時
と
み
な
さ
れ
た
）
へ
の
回
帰
・
復
古
を
め
ざ
し
た
後
醍
醐
天
皇
の
政
治
思
想
（
行
動
）
の
ひ
と
つ
の
原
動
力
と
し
て
、

古
典
と
し
て
の
『
源
氏
物
語
』
が
大
き
く
作
用
し
た
こ
と
は
、
あ
ら
た
め
て
言
う
ま
で
も
な
い
と
思
う
＊

。

　
　
　
＊

―
兵
藤
裕
己
『
後
醍
醐
天
皇
』（
岩
波
新
書
、
2
0
1
8
年
）

P
rofile

ひ
ょ
う
ど
う
・
ひ
ろ
み

1
9
5
0
年
名
古
屋
市
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
博
士
課
程
修
了
。
文
学
博
士
。
専
門
は
日
本
文
学
・
芸
能
。
著

書
に
、『
演
じ
ら
れ
た
近
代
』『
琵
琶
法
師
』『
平
家
物
語
の
読
み
方
』『
王
権
と
物
語
』、な
ど
。
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◉
古
典
と
今
を
ど
う
つ
な
げ
る
か

　
　
　
　
　 

古
典
芸
能
の
世
界
で
は
︑古
典
と
新
作
と
い
う
分
類
が

あ
り
ま
す
︒
小
佐
田
さ
ん
は
落
語
作
家
と
し
て
書
き
下
ろ
し
の
新
作

を
つ
く
る
と
き
に
︑古
典
作
品
を
意
識
さ
れ
て
い
ま
す
か
？

小
佐
田

―
ま
ず
、ひ
と
つ
の
シ
ー
ン
だ
け
ポ
ー
ン
と
思
い
つ

く
ん
で
す
。「
貧
乏
神
」と
い
う
話
だ
っ
た
ら
、貧
乏
神
が
現
れ

て
、そ
れ
に
ど
う
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
す
る
か
を
考
え
る
。
ま
ず
驚

い
て
か
ら「
金
貸
し
て
く
れ
へ
ん
か
」と
頼
む
と
か
。
そ
れ
を

メ
イ
ン
に
置
い
て
、こ
こ
に
い
く
た
め
に
ど
う
話
を
つ
な
げ
る

か
、出
会
っ
た
後
は
貧
乏
神
は
ど
う
な
る
か
、を
こ
し
ら
え
る
。

そ
の
次
に
い
つ
の
時
代
に
す
る
か
を
考
え
る
ん
で
す
が
、そ
こ

で
い
き
な
り
演
者
を
思
い
浮
か
べ
る
ん
で
す
よ
。
た
と
え
ば

枝
雀
師
匠
だ
っ
た
ら
、現
代
も
過
去
も
い
け
る
な
、と
か
。
落

語
っ
て
い
う
の
は
、演
劇
と
違
っ
て
、扇
子
と
手
ぬ
ぐ
い
だ
け

で
具
体
的
な
道
具
が
一
切
無
い
の
で
、ど
こ
だ
っ
て
行
け
る
。

だ
か
ら
で
き
る
だ
け
時
代
を
ぼ
や
か
し
て
、〝
い
ま
で
は
な
い

古
典
を
現
代
で
語
り
継
ぐ
こ
と
は
︑古
典
と
現
代
を
ど
の
よ
う
に
接
続
さ
せ
る
か
と
い
う
問
い
に
つ
な
が
る
︒上
方
落
語
を
中
心
に
専
業
落
語
作
家
と
し
て
40
年
以
上
に
わ
た
り
新
作
落
語
を
生
み
出
し
続
け
︑

近
年
は
狂
言
や
文
楽
︑歌
舞
伎
の
台
本
︑古
典
落
語
の
改
作
も
手
掛
け
る
小
佐
田
定
雄
と
︑古
典
芸
能
へ
の
深
い
愛
と
造
詣
を
ベ
ー
ス
に
︑現
代
の
歌
舞
伎
演
目
上
演
の
可
能
性
を
発
信
す
る
劇
団
・
木
ノ
下
歌

舞
伎
を
主
宰
す
る
木
ノ
下
裕
一
の
対
話
か
ら
︑現
代
に
お
い
て
古
典
作
品
を
扱
う
創
作
の
実
践
者
た
ち
の
リ
ア
ル
に
迫
る
︒
 

［
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー・構
成
＝
松
本
花
音︵
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都
︶］

　
　
　
　
　 

木
ノ
下
さ
ん
は
以
前
︑古
典
と
の
向
き
合
い
方
と
し
て

﹁
他
者
と
し
て
原
作
に
向
き
合
っ
た
時
に
ど
う
し
て
も
解
せ
な
か
っ

た
部
分
と
い
う
の
が
︑翻
っ
て
創
作
の
キ
ー
に
な
っ
て
い
る
﹂
と
お
っ

し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
︒
よ
り
現
代
を
生
き
て
い
る
方
と
し
て
の
ア
プ

ロ
ー
チ
な
の
か
な
と
感
じ
ま
す
︒

木
ノ
下

―「
わ
か
ら
な
い
」
っ
て
2
種
類
あ
っ
て
。
単
純
に
言

葉
が
難
し
い
と
か
、
説
明
を
加
え
れ
ば
済
む
「
わ
か
ら
な
い
」

と
、
も
う
ひ
と
つ
は
、
説
明
さ
れ
れ
ば
一
応
は
理
解
で
き
る
け

ど
、
い
ま
の
時
代
で
は
感
覚
的
に
ピ
ン
と
こ
な
い
な
っ
て
い
う

「
わ
か
ら
な
い
」。
価
値
観
と
か
倫
理
観
と
か
死
生
観
の
違
い
か

ら
く
る
「
わ
か
ら
な
い
」
で
す
。
で
も
、
そ
こ
が
わ
か
っ
た
ら

古
典
は
め
ち
ゃ
く
ち
ゃ
面
白
い
。
後
者
の
、
い
ま
も
う
共
有
で

き
な
く
な
っ
て
い
る
「
わ
か
ら
な
い
」
に
、
ど
う
す
れ
ば
お
客

さ
ん
が
つ
い
て
き
て
も
ら
え
る
か
。
そ
の
た
め
に
、前
者
の
「
わ

か
ら
な
い
」
を
で
き
る
だ
け
フ
ラ
ッ
ト
に
す
る
。
現
代
語
に
置

き
換
え
た
り
衣
装
を
変
え
た
り
す
る
の
も
そ
の
た
め
で
す
。で
、

い
つ
の
間
に
か
、
後
者
の
「
わ
か
ら
な
い
」
に
到
達
し
て
も
ら

う
。
高
い
山
に
登
っ
て
も
ら
う
の
に
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
ロ
ー
プ

ウ
ェ
イ
を
つ
け
た
り
、道
を
整
備
し
た
り
す
る
の
に
似
て
ま
す
。

で
も
、
名
所
の
岩
場
と
か
、
景
色
の
い
い
古
道
は
道
が
悪
く
て

も
そ
の
ま
ま
残
す
。
そ
の
時
代
の
同
じ
よ
う
な
感
覚
に
な
っ
て

も
ら
う
、
演
劇
と
し
て
豊
か
に
わ
か
っ
て
も
ら
う
た
め
で
す
。

小
佐
田

―
だ
か
ら
、
つ
い
観
ち
ゃ
う
ん
で
す
よ
。
古
典
っ
て

言
っ
て
も
ね
、
落
語
の
古
典
と
い
う
の
は
、
ク
ラ
シ
ッ
ク
で
あ

り
、
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
。
普
遍
的
で
共
感
す
る
部
分
が
古
典
に
な

【
対
談
】
小
佐
田
定
雄   

木
ノ
下
裕
一

木
ノ
下

―
補
綴
（
編
集
部
注
：
芝
居
の
上
演
に
あ
た
り
既
存
の
戯
曲
を

カ
ッ
ト
し
た
り
書
き
加
え
た
り
す
る
再
編
集
作
業
）
の
極
意
で
す
よ
ね
。

小
佐
田

―
基
本
的
に
わ
れ
わ
れ
は
噓
を
つ
く
わ
け
や
か
ら
。

具
体
的
に
書
き
す
ぎ
る
と
、
バ
レ
る
か
ら
ね
。「
い
ま
の
ど
こ

そ
こ
の
建
物
の
あ
た
り
に
昔
、奉
行
所
が
あ
り
ま
し
て
」と
か
、

一
瞬
の
リ
ア
ル
だ
け
で
ビ
ッ
と
締
め
る
ん
で
す
よ
。

　

私
が
つ
く
っ
て
い
る
の
は
創
作
落
語
で
は
な
く
「
新
作

0

0

落

語
」
っ
て
言
う
ん
で
す
よ
。
私
は
別
に
創
作
は
し
て
ま
せ
ん

か
ら
ね
。
僕
は
昔
か
ら
の
古
典
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
を
使
い
な
が

ら
新
規
の
物
語
を
つ
く
っ
て
る
だ
け
の
、
技
術
者
、
エ
ン
ジ

ニ
ア
な
ん
で
す
よ
。
つ
ま
り
も
の
が
で
て
き
た
ら
、
落
語
の

言
い
方
に
は
め
込
む
。
歌
舞
伎
な
ら
歌
舞
伎
の
枠
、
文
楽
な

ら
文
楽
の
形
式
の
枠
に
は
め
込
ん
で
い
る
だ
け
な
ん
で
す
。

　

木
ノ
下
さ
ん
と
僕
の
違
い
は
、
木
ノ
下
さ
ん
は
形
式
も
も
ち

ろ
ん
ち
ゃ
ん
と
や
る
け
ど
、そ
の
後
で
そ
の
枠
か
ら
外
す
で
し
ょ

う
。
木
ノ
下
さ
ん
の
芝
居
を
観
る
と
、
歌
舞
伎
っ
て
こ
う
い
う

も
ん
や
っ
た
ん
や
っ
て
謎
が
解
け
て
い
く
ん
で
す
。『
心
中
天
の

網
島
』
で
も
、
お
さ
ん
が
何
で
そ
こ
ま
で
治
兵
衛
と
小
春
に
遠

慮
す
る
の
か
い
ま
や
っ
た
ら
考
え
ら
れ
へ
ん
け
ど
、
原
作
に
な

い
「
幼
馴
染
」
っ
て
裏
の
設
定
を
つ
け
る
だ
け
で
、（
編
集
部
注
：

木
ノ
下
歌
舞
伎
が
2
0
1
5
年
に
初
演
し
た
『
心
中
天
の
網
島
』
で
は
、
作

中
の
治
兵
衛
と
お
さ
ん
の
間
柄
に
つ
い
て
、原
作
で
「
い
と
こ
同
士
」
で
あ
っ

た
と
こ
ろ
を
「
幼
馴
染
」
と
い
う
設
定
で
描
い
た
）
も
の
す
ご
い
説
得

力
が
上
が
っ
て
急
に
現
代
的
に
な
る
。
衣
装
も
い
ま
っ
ぽ
く
し

て
。
僕
と
木
ノ
下
さ
ん
は
や
っ
て
る
こ
と
は
逆
や
け
ど
、
い
ま

と
ど
う
つ
な
が
る
か
は
両
方
で
考
え
て
る
こ
と
や
と
思
う
。

◉
思
い
詰
め
ず
に
生
き
る
た
め
の
古
典

ち
ょ
っ
と
昔
〞っ
て
い
う
時
代
に
し
て
、い
つ
で
も
ど
こ
で
も

だ
れ
で
も
い
い
、と
い
う
と
こ
ろ
で
物
語
を
つ
く
る
。
こ
う
い

う
の
を
擬ぎ

古
典
っ
て
い
い
ま
す
。

木
ノ
下

―
も
う
既
に
こ
の
時
点
で
と
っ
て
も
勉
強
に
な
り
ま

す
。
僕
の
場
合
は
、
物
語
を
江
戸
時
代
の
ま
ま
に
す
る
か
、
設

定
を
現
代
に
移
し
替
え
る
の
か
、ま
ず
先
に
決
め
る
の
で
す
が
、

小
佐
田
先
生
の
場
合
は
そ
れ
が
後
な
ん
で
す
ね
。
物
語
の
核
を

成
立
さ
せ
る
た
め
の
設
定
と
し
て
、
昔
か
い
ま
か
を
決
め
る
。

小
佐
田

―
い
ま 

と
昔
の
あ
い
だ
に
は
演
者
が
い
る
ん
で
す

よ
。
落
語
は
時
代
を
自
由
に
行
き
来
で
き
る
表
現
だ
か
ら
、

手
掛
か
り
を
与
え
な
い
ん
で
す
。
昭
和
と
か
平
成
と
か
言
わ

な
く
て
も
、一
言「
ス
マ
ホ
取
っ
て
く
れ
」で
現
代
に
な
る
か
ら
。

木
ノ
下

―
省
略
で
き
る
ん
で
す
ね
。
そ
の
物
語
が
成
立
す
る

時
代
設
定
を
、
お
客
さ
ん
が
自
分
で
見
つ
け
て
く
れ
る
よ
う

に
見
え
な
い
と
こ
ろ
を
ど
う
想
像
さ
せ
る
か
。

小
佐
田

―
米
朝
師
匠
の
教
え
で
、「
一
言
だ
け
ま
こ
と
し
や
か

な
こ
と
言
え
」っ
て
の
が
あ
っ
て
ね
。
と
き
ど
き
き
ゅ
っ
と
ひ
と

つ
だ
け
ほ
ん
ま
の
こ
と
言
う
と
、
世
界
が
ば
ら
け
な
い
ん
で
す
。

● 

木
ノ
下
裕
一

● 

小
佐
田
定
雄  
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木
ノ
下

―
変
え
て
い
い
の
か
、
変
え
て
伝
わ
る
の
か
っ
て
。
変
え
る
限
り
は
、

原
文
以
上
の
も
の
を
獲
得
し
な
い
と
意
味
が
な
い
の
で
は
と
つ
ね
に
問
う
。
で

も
変
え
る
に
は
変
え
る
だ
け
の
効
果
を
、
わ
か
り
や
す
く
な
っ
た
だ
け
で
は
な

い
ち
が
う
も
の
を
獲
得
で
き
る
か
ら
、
私
は
あ
え
て
変
え
て
お
り
ま
す
っ
て
い

う
風
に
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
本
で
教
わ
り
ま
し
た
。

小
佐
田

―
わ
か
ら
せ
方
っ
て
難
し
い
ん
で
す
よ
。
甘
く
し
す
ぎ
て
、「
坊
ち
ゃ

ん
わ
か
り
ま
す
か
」
っ
て
い
う
感
じ
に
な
る
と
ダ
メ
で
。
古
典
芸
能
も
わ
か
っ

て
も
ら
お
う
と
、
新
し
い
試
み
を
い
ろ
い
ろ
や
っ
て
る
け
ど
、
そ
れ
は
あ
く
ま

で
も
入
口
で
あ
っ
て
、
根
本
に
は
動
か
な
い
も
ん
が
な
い
と
絶
対
あ
か
ん
と
思

う
よ
。
こ
れ
だ
け
は
誰
が
何
と
い
っ
て
も
変
え
ま
せ
ん
っ
て
い
う
の
が
な
い
と
。

そ
の
う
え
で
、「
変
え
た
け
ど
伝
わ
る
」
っ
て
こ
と
が
な
い
と
あ
か
ん
ね
ん
。

木
ノ
下

―
全
部
バ
リ
ア
フ
リ
ー
に
し
な
い
っ
て
こ
と
で
す
よ
ね
。
異
物
を
残
し

て
お
く
。

小
佐
田

―
あ
ま
り
わ
か
り
や
す
く
し
て
し
ま
う
と
ご
覧
に
な
る
人
が
舐
め
て
し

ま
う
か
ら
。
ち
ゃ
ん
と
聞
か
ん
で
も
、
教
え
て
も
ら
え
て
、
解
説
し
て
も
ら
え

る
と
な
る
と
、
み
ん
な
考
え
な
い
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
　 

探
求
さ
せ
る
お
も
し
ろ
さ
を
残
し
て
お
く
︑そ
う
い
う
態
度
が
芸
能
と

し
て
必
要
だ
と
︒

小
佐
田

―
絶
対
い
る
と
思
う
。
そ
れ
が
な
い
、
す
ぐ
わ
か
る
芸
能
は
す
ぐ
忘
れ

ら
れ
る
。わ
か
れ
へ
ん
な
と
思
っ
て
3
、4
回
行
っ
て
わ
か
っ
た
と
き
に
、め
ち
ゃ

め
ち
ゃ
面
白
い
っ
て
な
る
ん
で
す
。
や
っ
て
る
動
き
の
中
の
一
瞬
に
、
こ
う
い

う
芝
居
か
っ
て
発
見
し
た
ら
自
分
の
も
の
に
な
る
。
歌
舞
伎
や
文
楽
の
イ
ヤ
ホ

ン
ガ
イ
ド
も
、
入
口
に
は
え
え
ん
や
け
ど
、
自
転
車
の
補
助
輪
み
た
い
に
、
い

つ
か
外
し
て
自
分
で
観
な
あ
か
ん
ね
ん
。
そ
う
な
っ
て
い
け
ば
、
自
分
の
目
で

る
。
落
語
は
自
由
自
在
だ
か
ら
そ
れ
で
い
け
た
け
ど
、
お
芝
居
の
古
典
は
、
も

う
共
感
で
き
な
い
も
の
い
っ
ぱ
い
あ
る
よ
ね
。

木
ノ
下

―
そ
う
で
す
よ
ね
。

小
佐
田

―
だ
か
ら
（
芝
居
は
）
そ
れ
を
足
し
た
り
引
い
た
り
す
る
。
一
方
わ
れ

わ
れ
落
語
は
共
感
で
き
な
い
も
の
は
引
い
た
ら
え
え
の
や
か
ら
。

木
ノ
下

―
な
る
ほ
ど
。
そ
こ
は
随
分
ち
が
い
ま
す
ね
。

小
佐
田

―
歌
舞
伎
と
か
文
楽
と
か
、
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
や
っ
て
は
る
の
も

あ
る
け
ど
、
ど
こ
ま
で
古
典
を
い
じ
る
か
。

木
ノ
下

―
古
典
を
い
じ
る
と
き
の
倫
理
っ
て
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
こ
こ
ま
で
や

る
と
古
典
じ
ゃ
な
く
な
る
、
古
典
の
意
味
が
な
く
な
る
っ
て
い
う
。

小
佐
田

―
そ
う
。そ
れ
が
一
番
言
わ
れ
る
の
は「
先
代
は
そ
う
は
や
っ
て
な
か
っ

た
」
っ
て
い
う
言
い
方
。

◉
異
物
を
残
し
て
お
く

木
ノ
下

―
先
生
の
著
書
で
、「
落
語
大
阪
弁
講
座
」
っ
て
い
う
素
晴
ら
し
い
本

が
あ
っ
て
。
落
語
に
出
て
く
る
ち
ょ
っ
と
し
た
フ
レ
ー
ズ
の
意
味
と
ニ
ュ
ア
ン

ス
を
、
エ
ッ
セ
イ
で
綴
っ
て
い
る
本
で
す
。
そ
れ
は
辞
書
で
も
あ
っ
て
、
ア
ク

セ
ン
ト
が
つ
い
て
い
た
り
、
使
用
上
の
注
意
と
か
が
書
か
れ
て
い
た
り
も
す
る
。

こ
の
本
を
僕
は
、
木
ノ
下
歌
舞
伎
を
旗
上
げ
し
て
補
綴
を
始
め
て
す
ぐ
く
ら
い

に
手
に
し
た
ん
で
す
よ
。
そ
れ
で
ノ
ッ
ク
ア
ウ
ト
さ
れ
て
。「
ず
つ
な
い
」（
編
集

部
注
：
な
す
す
べ
、
手
だ
て
が
な
い
こ
と
）
っ
て
言
葉
と
か
、
大
阪
弁
の
、
独
特
の
ニ
ュ

ア
ン
ス
と
文
化
が
つ
ま
っ
て
る
ん
で
す
よ
。
そ
の
言
葉
で
し
か
表
現
で
き
な
い

身
体
的
、
心
情
的
な
感
覚
が
あ
る
。
そ
う
い
う
古
典
の
言
葉
を
自
分
た
ち
で
引

き
受
け
て
、
あ
え
て
現
代
語
に
変
え
る
と
い
う
。

小
佐
田

―「
変
え
て
え
え
ん
か
？
」
と
か
ね
。

木
ノ
下

―
現
に
あ
り
ま
す
よ
。
こ
の
人
し
か
や
ら
な
か
っ
た
演
目
が
、
す
ご
い

メ
ジ
ャ
ー
だ
っ
た
の
に
伝
承
が
途
絶
え
る
っ
て
。
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
寄
っ
て

し
ま
う
と
、
後
の
人
が
伝
承
し
に
く
く
な
る
。「
京
鹿
子
娘
道
成
寺
」
は
名
曲
と

い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
初
演
者
の
初
代
中
村
富
十
郎
は
振
付
を
あ
え
て
簡
単
に

し
た
っ
て
い
う
芸
談
が
残
っ
て
い
ま
す
。
贔
屓
の
人
が
「
富
十
郎
さ
ん
は
も
っ

と
で
き
る
の
に
、な
ぜ
こ
ん
な
簡
単
な
振
り
に
し
た
ん
で
す
か
」っ
て
聞
い
た
ら
、

「
簡
単
に
し
な
い
と
残
ら
な
い
か
ら
」
と
言
っ
た
と
。

小
佐
田

―
面
白
い
な
あ
。

木
ノ
下

―
富
十
郎
が
き
っ
と
、
あ
と
に
も
い
ろ
ん
な
人
に
や
っ
て
ほ
し
か
っ

た
し
、
自
分
が
い
な
く
な
っ
て
も
演
目
が
成
長
し
て
い
く
こ
と
を
考
え
た
ん
で

し
ょ
う
ね
。

　

二
世
茂
山
千
之
丞
さ
ん
の
著
書
『
狂
言
じ
ゃ
、
狂
言
じ
ゃ
！
』
の
中
で
、「
狂

言
を
野
垂
れ
死
に
さ
せ
な
い
た
め
に
」
っ
て
い
う
章
が
あ
る
ん
で
す
け
ど
。
狂

言
の
新
作
を
作
る
と
き
に
は
、
今
ま
で
の
型
に
は
な
か
っ
た
も
の
を
絶
対
1
個

は
い
れ
な
い
と
、
新
作
を
や
っ
て
も
仕
方
が
な
い
と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
っ

て
、
そ
の
通
り
だ
と
思
っ
た
ん
で
す
。
だ
か
ら
現
代
で
も
つ
く
る
ん
で
あ
っ
て
。

小
佐
田

―
一
方
で
古
典
の
形
式
に
は
い
る
嬉
し
さ
み
た
い
な
も
の
も
あ
る
よ

ね
。
僕
は
わ
か
ら
な
い
言
葉
は
使
い
た
く
な
い
け
れ
ど
、
ギ
リ
ギ
リ
わ
か
る
歌

舞
伎
ら
し
い
、
文
楽
ら
し
い
言
葉
を
使
い
た
い
と
心
が
け
て
る
。

　
　
　
　
　 

木
ノ
下
歌
舞
伎
さ
ん
は
︑﹁
完
コ
ピ
稽
古
﹂が
有
名
で
す
ね
︒
稽
古
の
前
半

に
︑原
作
の
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
歌
舞
伎
を
で
き
る
限
り
ま
ね
て
み
る
と
い
う
︒

木
ノ
下

―
1
回
全
部
の
歌
舞
伎
を
俳
優
に
移
す
ん
で
す
よ
。

小
佐
田

―
こ
れ
大
事
や
な
。
や
っ
て
み
た
ら
意
味
が
わ
か
る
も
ん
な
。
な
ん
で

こ
こ
で
こ
う
動
く
か
っ
て
。

探
し
て
発
見
し
て
感
動
す
る
よ
う
に
な
る
わ
け
や
か
ら
、
古
典
も
ま
た
違
っ
て

見
え
て
く
る
。
古
典
っ
て
奥
が
あ
る
か
ら
、
少
々
発
見
し
て
も
ま
だ
奥
に
な
ん

ぼ
で
も
あ
る
。

木
ノ
下

―
い
ま
僕
ら
が
言
っ
て
い
る
わ
か
ら
な
い
と
か
異
物
と
い
う
の
は
、
長

い
時
間
の
中
で
そ
う
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す
も
の
ね
。
先
生
が
つ
く
っ
て

い
る
の
は
い
ま
の
落
語
な
ん
で
、
こ
の
あ
と
作
品
が
上
演
さ
れ
て
い
く
に
つ
れ

て
、
異
物
が
出
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。

小
佐
田

―
も
う
い
ま
現
に
出
て
き
て
ま
す
。
現
代
を
舞
台
に
し
て
書
い
て
る
も

の
は
と
く
に
早
い
。
例
え
ば
、
列
車
の
窓
が
開
く
と
か
、
彼
女
の
家
の
電
話
に

か
け
た
ら
お
父
さ
ん
が
出
て
く
る
と
か
、
い
ま
は
あ
れ
へ
ん
。

木
ノ
下

―
そ
の
後
そ
れ
が
古
典
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、
後
の
人
の
責
任
で
す

よ
ね
。
そ
れ
を
や
る
方
が
、
異
物
を
情
緒
と
捉
え
て
残
す
か
、
バ
リ
ア
フ
リ
ー

に
し
て
し
ま
う
か
。
や
っ
ぱ
り
そ
の
人
な
り
の
倫
理
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。

◉
残
す
た
め
の〈
型
〉と〈
形
式
〉

小
佐
田

―
古
典
の
普
遍
性
と
い
う
点
で
い
う
と
、
も
う
ひ
と
つ
は
い
ろ
ん
な
人

が
演
る
と
い
う
こ
と
。
当
た
り
芸
っ
て
、
イ
コ
ー
ル
古
典
で
は
な
い
か
も
し
れ

な
い
ね
。
落
語
だ
と
、
誰
も
記
録
し
て
い
な
く
て
い
ま
で
は
あ
ら
す
じ
が
わ
か

ら
な
い
噺
と
か
が
あ
っ
て
。
あ
ら
す
じ
を
聞
い
て
も
、
ど
こ
が
面
白
い
か
わ
か

ら
な
い
。
歌
舞
伎
も
い
っ
ぱ
い
作
品
が
残
っ
て
い
る
け
ど
、
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら

本
当
に
大
当
た
り
し
た
芝
居
っ
て
一
代
で
滅
ん
で
る
気
が
す
る
ね
ん
。

　
「
俺
や
っ
た
ら
こ
う
す
る
で
」
と
か
、
次
の
時
代
の
人
が
な
に
か
プ
ラ
ス
し

た
く
な
る
よ
う
な
、
ち
ょ
っ
と
薄
い
も
の
が
古
典
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

歌
舞
伎
な
ん
か
め
ち
ゃ
め
ち
ゃ
当
た
り
役
に
し
た
人
が
や
っ
た
ら
、「
あ
の
人
の

十
八
番
や
か
ら
や
め
と
こ
」
っ
て
な
る
や
ん
か
。

Special 7-1 Special 7-1
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木
ノ
下

―
本
当
に
型
っ
て
す
ご
い
も
の
で
、全
部
に
意
味
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

俳
優
に
1
回
や
っ
て
み
て
も
ら
っ
て
、
今
度
は
そ
れ
を
現
代
口
調
で
や
っ
て
み

る
。
言
い
回
し
を
現
代
で
や
っ
て
み
て
も
、
や
っ
ぱ
り
こ
こ
で
手
ぬ
ぐ
い
を
取

り
た
く
な
っ
た
り
、
前
掛
け
を
外
し
た
く
な
る
と
い
う
生
理
が
あ
る
。
そ
れ
が

ま
っ
た
く
歌
舞
伎
と
同
じ
だ
と
俳
優
は
び
っ
く
り
し
て
ま
し
た
ね
。

　

い
ま
は
そ
れ
が
形
式
、
型
に
み
え
る
け
れ
ど
、
実
は
型
が
で
き
る
と
き
は
1
個

1
個
の
リ
ア
ル
が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
ぐ
っ
と
形
式
に
し
た
の
が
型
で
、
い

わ
ば
瞬
間
冷
凍
で
保
存
し
て
い
る
。
そ
れ
を
解
凍
す
れ
ば
中
に
は
ち
ゃ
ん
と
心
情

が
あ
っ
て
、誰
が
や
っ
て
も
最
低
限
の
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
る
ん
で
す
よ
。

小
佐
田

―
そ
う
そ
う
そ
う
。
型
さ
え
や
れ
ば
形
式
や
動
き
だ
け
で
は
で
き
る

よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

木
ノ
下

―
そ
こ
か
ら
込
め
て
い
く
、
も
う
1
回
解
凍
し
て
い
く
っ
て
い
う
作
業

が
あ
る
ん
で
す
よ
ね
。

小
佐
田

―
そ
う
い
う
意
味
で
昔
の
形
が
残
っ
て
い
る
と
い
う
の
は
あ
る
な
。
能

や
狂
言
で
も
。
子
ど
も
の
と
き
か
ら
習
っ
て
る
か
ら
最
初
は
理
由
が
わ
か
ら
ん

ま
ま
型
通
り
に
演
じ
て
る
だ
け
な
ん
や
け
ど
、
お
客
さ
ん
に
は
一
応
は
ち
ゃ
ん

と
伝
わ
っ
て
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
と
思
う
。

◉
歴
史
が
背
負
っ
て
き
た
文
化
を
保
存
す
る

木
ノ
下

―
話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
古
く
な
っ
て
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
古
典
も

あ
り
ま
す
が
、
い
ま
の
人
権
感
覚
だ
と
上
演
し
づ
ら
い
と
い
う
演
目
も
あ
り
ま

す
よ
ね
。
歌
舞
伎
で
も
落
語
で
も
。
た
と
え
ば「
卯
の
日
参
り
」と
か「
代
書
屋
」

の
後
半
部
分
と
か
。
と
く
に
前
者
は
ら
い
病
、
い
ま
で
い
う
ハ
ン
セ
ン
病
を
扱
っ

て
い
る
噺
。
そ
う
い
う
も
の
を
、
何
か
に
変
え
る
と
い
う
の
は
な
か
な
か
難
し

い
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
あ
た
り
は
ど
う
お
考
え
で
す
か
。 

小
佐
田

―
人
の
心
の
動
き
っ
て
永
遠
で
。
解
決
の
仕
方
は
い
ま
ど
き
で
な
い
か

も
し
れ
な
い
け
ど
、こ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
た
と
訴
え
か
け
な
い
と
い
け
な
い
よ
ね
。

　
　
　
　
　 

木
ノ
下
歌
舞
伎
は
公
演
の
際
に
︑作
品
の
テ
ー
マ
へ
の
理
解
や
解
釈
を
深

め
る
た
め
の
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
を
発
行
し
た
り
︑関
連
講
座
を
開
い
た
り
も
さ
れ
て
い
ま

す
︒
古
典
を
再
現
す
る
と
い
う
こ
と
と
別
の
お
も
し
ろ
さ
を
︑公
演
と
合
わ
せ
て
提

示
す
る
と
い
う
こ
と
も
活
動
の
軸
の
ひ
と
つ
で
す
よ
ね
︒

小
佐
田

―
そ
の
時
代
の
こ
と
が
わ
か
る
こ
と
で
、
上
演
さ
れ
た
作
品
の
見
方
が

変
わ
る
も
ん
ね
。
目
の
前
で
お
き
て
い
る
こ
れ
が
ど
れ
だ
け
大
事
な
こ
と
な
の

か
、
こ
の
行
動
が
ど
れ
だ
け
思
い
切
っ
た
こ
と
の
か
と
い
う
の
が
、
い
ま
演
じ

ら
れ
て
い
る
古
典
の
舞
台
だ
け
を
見
て
も
わ
か
ら
な
い
。

木
ノ
下

―
価
値
観
、
世
界
観
が
ち
が
い
ま
す
か
ら
ね
。

小
佐
田

―
古
典
な
ん
て
層
が
半
端
な
く
厚
い
か
ら
、
知
っ
て
も
な
ん
ぼ
で
も
出

て
く
る
か
ら
。

木
ノ
下

―
京
都
会
館
、
い
ま
の
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都
で
60
年
以
上
続
い
て
い

る
「
市
民
寄
席
」
で
は
、
先
生
が
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
解
説
を
長
ら
く
書
か
れ
て
い
ま

す
ね
。
短
い
け
れ
ど
、
一
つ
ひ
と
つ
の
解
説
に
大
事
な
情
報
が
全
部
詰
ま
っ
て
る
。

小
佐
田

―
で
き
る
だ
け
ち
が
う
こ
と
を
書
こ
う
と
心
が
け
て
る
。

木
ノ
下

―
毎
回
変
え
て
ま
す
よ
ね
。
演
者
の
ほ
う
に
シ
フ
ト
し
た
り
、
ネ
タ
の

小
佐
田

―
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
や
っ
た
と
し
て
お
客
さ
ん
が
快
感
と
し
て
捉
え
る

か
ど
う
か
や
な
。
時
代
に
合
わ
な
い
、
不
快
と
思
わ
れ
る
も
の
は
変
え
た
ほ
う

が
い
い
。

木
ノ
下

―
か
た
や
お
客
さ
ん
が
快
感
か
不
快
か
と
い
う
点
で
は
、
ど
ん
ど
ん
厳

し
く
な
っ
て
い
ま
す
よ
ね
。
や
る
方
も
観
る
方
も
ど
ん
ど
ん
代
替
わ
り
し
て
い

く
か
ら
、
動
か
ざ
る
を
得
な
い
。

小
佐
田

―
そ
れ
こ
そ
い
っ
ぱ
い
言
い
訳
し
て
上
演
し
な
い
と
い
け
な
い
ね
。

木
ノ
下

―
そ
こ
で
現
代
に
合
わ
せ
て
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
す
る
作
業
が
や
っ
ぱ
り
必

要
で
、そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
が
や
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
ね
。

　
　
　
　
　  

補
助
線
を
引
く
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
な
ん
で
し
ょ
う
か
︒

木
ノ
下

―
そ
う
で
す
ね
。
現
代
の
人
権
意
識
と
擦
り
合
わ
せ
な
が
ら
、
ら
い

病
を
ち
ゃ
ん
と
扱
う
。
負
の
側
面
に
も
フ
タ
を
せ
ず
、
そ
れ
も
ひ
と
つ
の
歴
史

の
痕
跡
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
が
す
っ
と
入
っ
て
く
る
も
の
に
し
た
い
。

　

歴
史
は
、
な
か
っ
た
こ
と
に
は
で
き
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
病
に
対
す
る

差
別
は
実
際
に
あ
っ
て
、
苦
し
ん
で
い
た
人
た
ち
が
い
た
っ
て
こ
と
も
無
視
で

き
な
い
。
と
同
時
に
、
説
経
節
な
ど
で
は
ら
い
病
者
復
活
し
て
い
く
物
語
が
た

く
さ
ん
残
っ
て
い
る
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
希
望
を
託
し
た
人
も
い
る
。
病
が
背

負
っ
て
き
た
い
ろ
ん
な
文
化
が
あ
る
か
ら
、
な
に
か
の
形
で
問
わ
な
い
と
、
ど

ん
ど
ん
文
化
が
先
細
り
し
て
い
く
し
、
忘
れ
ら
れ
て
し
ま
う
。

小
佐
田

―
忘
れ
る
こ
と
は
一
番
怖
い
こ
と
や
ね
。

木
ノ
下

―
最
近
、
い
い
ろ
ん
な
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
さ
れ
が
ち
じ
ゃ
な
い

で
す
か
。
つ
い
こ
の
あ
い
だ
の
戦
争
の
こ
と
で
す
ら
。
あ
る
種
そ
う
い
う
こ
と
を

保
存
す
る
の
が
文
化
芸
術
で
。
演
劇
、
芸
能
、
文
学
に
は
そ
う
い
う
の
が
た
く
さ

ん
残
っ
て
い
て
、
そ
れ
を
保
存
し
て
い
く
役
割
も
古
典
に
は
あ
り
ま
す
か
ら
ね
。

ほ
う
に
シ
フ
ト
し
た
り
。
素
晴
ら
し
い
ア
ー
カ
イ
ブ
で
も
あ
る
し
、
ひ
と
つ
の

演
目
で
も
切
り
口
が
変
わ
れ
ば
こ
う
も
変
わ
る
っ
て
い
う
例
で
す
よ
ね
。
あ
と

市
民
寄
席
は
、自
治
体
、行
政
と
一
緒
に
や
る
と
い
う
こ
と
も
先
駆
的
で
し
た
ね
。

小
佐
田

―
京
都
は
文
化
の
町
っ
て
い
う
誇
り
が
あ
る
ね
ん
。
市
民
寄
席
を
や
る

こ
と
に
な
っ
て
「
ま
と
ま
ら
な
あ
か
ん
さ
か
い
協
会
を
創
ろ
」
と
上
方
落
語
協

会
が
で
き
た
と
い
う
話
も
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
ど
こ
の
国
で
も
町
で
も
文
化

を
大
事
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
は
や
っ
ぱ
り
違
う
よ
ね
、
そ
こ
で
お
里
が
知
れ
る

と
い
う
か
。
い
ま
は
、
こ
う
い
う
も
の
を
楽
し
く
や
る
余
裕
が
な
く
な
っ
て
き

て
い
る
。
思
い
詰
め
て
る
町
っ
て
あ
る
ね
ん
。

木
ノ
下

―
思
い
つ
め
て
い
る
世
の
中
で
、
古
典
が
思
い
つ
め
な
い
よ
う
に
さ
せ

て
る
ん
で
す
よ
ね
。
歌
舞
伎
も
文
楽
も
昔
は
こ
ん
な
ん
で
し
た
よ
と
見
せ
て
く
れ

る
。
い
ま
が
特
別
で
は
な
い
、
か
つ
て
は
そ
ん
な
こ
と
も
あ
っ
た
け
れ
ど
乗
り
越

え
て
き
た
歴
史
も
あ
る
と
か
、
視
野
を
広
げ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
落
語
と
同
じ

効
果
が
歌
舞
伎
や
文
楽
に
も
あ
る
な
っ
て
思
う
ん
で
す
よ
ね
。

小
佐
田

―
そ
う
や
な
。
芝
居
で
も
幕
切
れ
に
拍
子
木
が
チ
ョ
ン
と
入
る
と
、
そ

れ
ま
で
暗
か
っ
た
照
明
が
パ
ッ
と
明
る
く
な
る
で
し
ょ
う
。
全
部
噓
で
し
た
、
は

い
解
放
っ
て
感
じ
。あ
れ
で
ホ
ッ
と
し
て
帰
る
ん
や
ん
な
。夢
か
ら
覚
め
る
瞬
間
。

木
ノ
下

―
古
典
の
カ
タ
ル
シ
ス
で
す
よ
ね
。
夢
か
ら
覚
め
さ
せ
る
こ
と
で
、
思

い
つ
め
な
い
よ
う
に
さ
せ
て
る
ん
で
す
よ
、
古
典
っ
て
。
だ
か
ら
こ
そ
い
ま
、

古
典
が
必
要
な
ん
だ
っ
て
思
う
ん
で
す
。

P
rofile

お
さ
だ
・
さ
だ
お

落
語
作
家
。
1
9
5
2
年
、大
阪
市
生
ま
れ
。
77
年
に
桂
枝
雀
に
新
作
落
語『
幽
霊
の
辻
』を
書
い
た
の
を
手
始

め
に
、落
語
の
新
作
や
改
作
、滅
ん
で
い
た
噺
の
復
活
な
ど
を
手
が
け
た
。
つ
く
っ
た
新
作
落
語
の
数
は
2
5
0

席
を
超
え
た
。
近
年
は
落
語
だ
け
で
な
く
、狂
言
、文
楽
、歌
舞
伎
の
台
本
に
も
挑
戦
。
著
書
に「
5
分
で
落
語

の
よ
み
き
か
せ
」三
部
作（
P
H
P
研
究
所
）、「
落
語
大
阪
弁
講
座
」（
平
凡
社
）、「
枝
雀
ら
く
ご
の
舞
台
裏
」、「
米

朝
ら
く
ご
の
舞
台
裏
」「
上
方
ら
く
ご
の
舞
台
裏
」（
ち
く
ま
新
書
）な
ど
が
あ
る
。

き
の
し
た
・
ゆ
う
い
ち

木
ノ
下
歌
舞
伎
主
宰
。
1
9
8
5
年
和
歌
山
市
生
ま
れ
。
小
学
校
3
年
生
の
時
、上
方
落
語
を
聞
き
衝
撃
を
受

け
る
と
同
時
に
独
学
で
落
語
を
始
め
、そ
の
後
、古
典
芸
能
へ
の
関
心
を
広
げ
つ
つ
現
代
の
舞
台
芸
術
を
学
ぶ
。

2
0
0
6
年
木
ノ
下
歌
舞
伎
を
旗
揚
げ
。
読
売
演
劇
大
賞
2
0
1
5
年
上
半
期
作
品
賞
ノ
ミ
ネ
ー
ト
、平
成
28

年
度
文
化
庁
芸
術
祭
新
人
賞
受
賞
。
平
成
29
年
度
京
都
市
芸
術
文
化
特
別
奨
励
制
度
奨
励
者
。
公
益
財
団
法

人
セ
ゾ
ン
文
化
財
団
ジ
ュ
ニ
ア
・
フ
ェ
ロ
ー
。
古
典
芸
能
に
関
す
る
執
筆
、講
座
な
ど
多
岐
に
わ
た
っ
て
活
動
中
。
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古
典
文
学
を
新
訳
す
る

• 

こ
こ
数
年
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
古
典
が
再
発
見
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
感

じ
て
い
ま
す
。
現
代
に
お
け
る
古
典
の
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
な
可
能
性
を
考

え
て
み
た
い
と
思
い
、
古
典
の
意
欲
的
な
出
版
を
手
が
け
て
お
ら
れ
る
編

集
者
の
お
ふ
た
り
に
お
集
ま
り
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
ず
は
両
社
の
古
典

の
企
画
が
ス
タ
ー
ト
し
た
こ
ろ
の
こ
と
を
伺
え
ま
す
か
。

古
典
に
は
、い
ま
ど
の
よ
う
な
可
能
性
と
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
あ
る
だ
ろ
う
か
？

古
典
と
生
産
的
な
関
係
を
と
り
む
す
ぶ
回
路
は
、ど
の
よ
う
に
し
て
つ
く
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
？

日
本
の
古
典
文
学
の
新
訳
書
を
全
集
と
し
て
世
に
送
り
出
す

河
出
書
房
新
社「
日
本
文
学
全
集
」
編
集
長
の
東
條
律
子
、

各
国
の
古
典
文
学
の
新
訳
書
を
毎
月
2
冊
と
い
う
ペ
ー
ス
で
出
版
し
て
い
る

光
文
社「
古
典
新
訳
文
庫
」
編
集
長
の
中
町
俊
伸
の
ふ
た
り
が
語
り
合
う
。

﹇
司
会
＝

横
山
太
郎
／

構
成
＝

春
口
滉
平
﹈

古

典

文

学

出

版

の

現

在

中
町 

光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
は
、
ほ
ん
と
う
は
お
も
し
ろ
い
は
ず
の
古
典
文
学

が
、
読
み
づ
ら
い
と
い
う
理
由
で
敬
遠
さ
れ
て
い
た
り
、
古
め
か
し
い
イ

メ
ー
ジ
が
あ
っ
て
新
し
い
読
者
に
届
い
て
い
な
い
な
と
い
う
思
い
を
出

発
点
に
、
2
0
0
6
年
の
9
月
に
創
刊
さ
れ
ま
し
た
。
わ
か
り
や
す
い

訳
文
と
、
手
に
取
り
や
す
い
デ
ザ
イ
ン
に
こ
だ
わ
っ
て
取
り
組
ん
で
い
ま

す
。
社
内
で
は
当
初
ず
い
ぶ
ん
反
対
が
あ
っ
た
と
聞
い
て
い
ま
す
が
、
創

刊
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
出
す
べ
く
8
タ
イ
ト
ル
揃
え
て
漕
ぎ
出
す
こ
と
が

で
き
ま
し
た
。
創
刊
編
集
長
の
駒
井
稔
が
そ
の
あ
た
り
の
こ
と
を『
い
ま
、

息
を
し
て
い
る
言
葉
で
』
と
い
う
回
想
録
に
ま
と
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
が

創
刊
時
の
キ
ャ
ッ
チ
コ
ピ
ー
で
し
た
。
お
か
げ
さ
ま
で
『
カ
ラ
マ
ー
ゾ
フ

の
兄
弟
』
が
百
万
部
を
超
え
て
、
毎
日
出
版
文
化
賞
を
受
賞
す
る
な
ど
、

文
庫
と
し
て
し
っ
か
り
定
着
し
た
か
な
と
思
い
ま
す
。

東
條 

河
出
に
は
文
学
全
集
の
伝
統
が
あ
る
ん
で
す
が
、
60
年
代
の
全
集
ブ
ー
ム

の
こ
ろ
に
出
し
過
ぎ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
倒
産
し
て
い
る
ん
で
す

ね
。
そ
れ
で
し
ば
ら
く
間
が
あ
き
ま
し
た
が
、
2
0
0
7
年
に
は
じ
め

た
池
澤
夏
樹
さ
ん
個
人
編
集
の
「
世
界
文
学
全
集
」
が
成
功
し
ま
し
て
、

引
き
続
き
池
澤
さ
ん
の
個
人
編
集
で
2
0
1
4
年
か
ら
「
日
本
文
学
全

集
」
を
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。
全
30
巻
の
半
分
が
古
典
で
、
現
役
で
活
躍

し
て
い
る
作
家
の
み
な
さ
ん
に
現
代
語
訳
を
ご
担
当
い
た
だ
い
て
い
ま

す
。
角
田
光
代
さ
ん
の
『
源
氏
物
語
』
で
来
年
（
2
0
2
0
年
）
の
春
に

完
結
予
定
で
す
。
た
だ
、
池
澤
さ
ん
は
日
本
文
学
全
集
を
当
初
一
度
お
断

り
さ
れ
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
2
0
1
1
年
の
東
日
本
大
震
災
が
あ
っ

て
、
日
本
や
日
本
人
に
つ
い
て
考
え
直
し
た
い
、「
日
本
人
と
は
何
か
？
」

Special 7-2 Special 7-2

を
文
学
か
ら
考
え
た
い
と
の
こ
と
で
、
お
引
き
受
け
い
た
だ
き
ま
し
た
。

世
界
文
学
全
集
で
は
古
典
を
あ
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
日
本
文
学
全
集

で
は
池
澤
さ
ん
が
最
初
に
古
典
か
ら
入
れ
ま
し
ょ
う
と
お
っ
し
ゃ
い
ま

し
た
。

中
町 

池
澤
さ
ん
の
個
人
編
集
と
い
う
企
画
は
斬
新
で
し
た
ね
。
作
品
と
訳
者
の

組
み
合
わ
せ
の
企
画
性
に
も
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。『
徒
然
草
』
に
内
田
樹

さ
ん
で
す
か
？ 

と
。
そ
の
作
家
の
フ
ァ
ン
以
外
の
人
も
読
ん
で
み
た
い

と
思
う
企
画
で
す
よ
ね
。

東
條 

作
品
と
訳
者
の
組
み
合
わ
せ
は
池
澤
さ
ん
と
編
集
部
で
決
め
る
の
で
す

が
、
池
澤
さ
ん
が
い
ち
ば
ん
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
の
は
、
文
体
を
持
っ
て

い
る
人
に
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ゆ
る
ぎ
な
い
文
体
を
持
っ

て
い
て
、
飲
み
込
ん
で
、
ま
た
吐
き
出
せ
る
人
。
訳
で
も
ご
自
分
の
言
葉

に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
方
た
ち
を
よ
く
考
え
て
選
び
ま
し
た
。
光
文
社
古

典
新
訳
文
庫
で
は
王
道
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
作
品
を
多
く
新
訳
さ
れ
て

い
ま
す
よ
ね
。
新
鮮
で
あ
る
と
同
時
に
や
り
に
く
さ
も
あ
っ
た
と
思
う
の

で
す
が
。

中
町 

い
ち
ば
ん
の
後
発
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
逆
に
し
が
ら
み
も
な
か
っ
た

の
で
、
わ
り
と
大
胆
に
企
画
が
で
き
ま
し
た
。
い
ろ
ん
な
先
生
方
に
打
診

し
て
い
ま
す
が
、
逆
に
先
生
の
ほ
う
か
ら
こ
れ
を
訳
し
た
い
と
提
案
さ
れ

て
実
現
し
た
企
画
も
あ
り
ま
す
。
定
番
の
作
品
を
新
訳
す
る
機
会
な
ん
て

な
か
な
か
な
い
で
す
か
ら
ね
。
創
刊
か
ら
13
年
に
な
り
ま
し
た
が
、
冊
数
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は
3
0
0
を
超
え
ま
し
た
。

 
古
典
文
学
の
外
側
へ

 

• 
 

光
文
社
古
典
新
訳
文
庫
の
創
刊
時
の
ラ
イ
ン
ナ
ッ
プ
に
、
カ
ン
ト
の
『
永

遠
平
和
の
た
め
に
』
が
入
っ
て
い
て
、
ち
ょ
っ
と
意
外
だ
っ
た
記
憶
が
あ

り
ま
す
。

中
町 

文
学
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
な
る
よ
う
な
も
の
、
か
な
ら
ず
し
も
狭
い
意
味

の
文
学
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
も
入
れ
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、『
永
遠
平

和
の
た
め
に
』
を
加
え
ま
し
た
。
そ
の
あ
と
も
人
文
系
・
思
想
系
の
新

訳
を
、
現
代
的
な
問
題
提
起
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
出
し
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
『
種
の
起
源
』
は
よ
く
売
れ
て
い
ま
す
。

書
名
は
だ
れ
で
も
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
最
後
ま
で
読
ん
だ
こ
と
は
な
い

と
い
う
本
を
新
訳
し
て
、
こ
う
い
う
も
の
だ
っ
た
ん
で
す
ね
と
い
う
声
が

聞
け
る
と
う
れ
し
い
で
す
ね
。

東
條 

日
本
文
学
全
集
で
も
、
新
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
日
本
国
憲
法
な
ど
を
あ

つ
か
っ
た
『
日
本
語
の
た
め
に
』
な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
文
学
全
集
の
枠
組

み
に
は
入
ら
な
い
よ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ほ
か
に
も
、
吉
田

健
一
さ
ん
や
須
賀
敦
子
さ
ん
な
ど
の
エ
ッ
セ
イ
を
入
れ
て
い
る
の
も
特

徴
的
だ
と
思
い
ま
す
。

中
町 

プ
ラ
ト
ン
の
作
品
も
5
冊
出
し
て
い
る
の
で
す
が
、
重
視
し
た
の
が
対
話

篇
の
文
体
で
す
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
メ
ノ
ン
や
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
と
対
話
す
る

わ
け
で
す
が
、
ま
さ
に
戯
曲
の
よ
う
で
、
哲
学
書
で
す
が
文
学
作
品
で
も

あ
る
。
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
出
し
た
訳
で
読
ん
で
も
ら
い
た
い
と
、
そ
れ

ぞ
れ
の
翻
訳
者
の
方
に
頼
み
ま
し
た
。『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
を
訳
さ
れ
た

中
澤
務
先
生
は
、
安
西
徹
雄
先
生
が
訳
さ
れ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
を
よ
く

読
み
込
ん
で
お
ら
れ
ま
し
た
ね
。
こ
う
し
た
試
み
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で

は
届
か
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
人
が
プ
ラ
ト
ン
を
手
に
取
っ
て
く
れ

た
ら
い
い
な
と
思
っ
て
い
ま
す
。

東
條 

日
本
文
学
全
集
の
場
合
、
能
・
狂
言
の
訳
を
担
当
さ
れ
た
岡
田
利
規
さ
ん

の
よ
う
に
演
劇
の
実
作
に
つ
な
げ
ら
れ
た
り
、
担
当
し
て
く
だ
さ
っ
た
作

家
の
み
な
さ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
に
ご
自
身
の
お
仕
事
に
影
響
が
お
よ
ん
で
お

ら
れ
る
よ
う
で
す
ね
。『
源
氏
物
語
』
を
訳
さ
れ
て
い
る
角
田
光
代
さ
ん

は
、
ど
の
女
君
が
好
き
で
す
か
と
い
う
質
問
を
よ
く
受
け
ら
れ
て
い
て
、

「
い
な
い
、
む
し
ろ
登
場
人
物
か
ら
距
離
を
置
い
て
い
る
」
と
答
え
ら
れ

て
い
ま
し
た
が
、
そ
の
際
に
、
ご
自
身
で
小
説
を
書
か
れ
る
と
き
も
好
き

な
人
を
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
気
づ
か
れ
た
そ
う
で
す
。
つ
ま
り

古
典
を
現
代
語
訳
す
る
こ
と
で
、
ご
自
身
の
小
説
に
と
っ
て
大
事
な
こ
と

が
見
え
て
き
た
よ
う
な
ん
で
す
ね
。

中
町 
他
領
域
へ
の
影
響
と
い
う
こ
と
で
言
え
ば
、
た
と
え
ば
チ
ェ
ー
ホ
フ
の

『
三
人
姉
妹
』
が
、浦
雅
春
さ
ん
の
新
訳
を
も
と
に
乃
木
坂
46
の
メ
ン
バ
ー

主
演
で
舞
台
化
さ
れ
ま
し
た
。
会
場
の
博
品
館
劇
場
に
行
く
と
若
い
男
性

が
い
っ
ぱ
い
い
て
び
っ
く
り
し
ま
し
た
。
古
典
が
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
届

P
rofile

と
う
じ
ょ
う
・り
つ
こ

株
式
会
社
河
出
書
房
新
社 

日
本
文
学
全
集
編
集
部
編
集
長
。

な
か
ま
ち
・
と
し
の
ぶ

株
式
会
社
光
文
社 

翻
訳
編
集
部
編
集
長
。

く
可
能
性
が
あ
る
ん
だ
な
と
思
い
ま
し
た
。

 

古
典
は
売
れ
る
！

• 
 

古
典
の
出
版
を
ビ
ジ
ネ
ス
と
し
て
捉
え
た
と
き
、
採
算
は
い
か
が
で
し
ょ

う
か
。

中
町 

す
ご
く
儲
か
り
ま
す
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
す
が
、
赤
字
を
出
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
黒
字
で
す
。「
自
立
」
し
て
出
版
し
て
い
け
る
よ
う
に
は

な
っ
て
い
ま
す
。
大
学
生
協
で
よ
く
売
れ
て
い
る
と
営
業
か
ら
聞
き
ま
す

の
で
、
若
い
読
者
も
増
え
て
き
て
く
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
さ
き
ほ
ど
の

『
三
人
姉
妹
』
は
、
乃
木
坂
46
の
3
人
の
写
真
の
帯
を
つ
け
て
会
場
で
販
売

し
た
の
で
す
が
、若
い
方
に
た
く
さ
ん
買
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
チ
ェ
ー

ホ
フ
の
作
品
を
読
ん
だ
こ
と
も
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
け
ど
、こ
う
い
う
き
っ

か
け
が
あ
る
の
は
い
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

東
條 

成
功
し
て
い
ま
す
。
全
集
で
す
の
で
、
全
巻
セ
ッ
ト
で
の
売
上
が
な
い
と

ベ
ー
ス
に
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
図
書
館
等
だ
け
で
な
く
、
個
人
の
お
客

様
で
全
巻
セ
ッ
ト
を
お
買
い
上
げ
い
た
だ
く
ケ
ー
ス
も
多
い
で
す
ね
。
た

だ
、
校
閲
の
コ
ス
ト
は
も
の
す
ご
く
か
か
り
ま
す
。
校
正
者
の
赤
の
あ
と

専
門
家
の
先
生
に
見
て
い
た
だ
い
て
、
編
集
部
で
疑
問
出
し
を
し
て
、
そ

し
て
訳
者
に
見
て
い
た
だ
く
…
…
果
て
し
な
い
で
す
ね
。
で
も
そ
の
分
、

し
っ
か
り
と
し
た
良
い
訳
に
仕
上
が
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

中
町 

お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
手
間
が
と
て
も
か
か
り
ま
す
し
、
手
間
を
か
け
ず

に
た
く
さ
ん
売
れ
る
本
も
あ
る
で
し
ょ
う
け
ど
、
と
に
か
く
良
い
も
の

に
し
た
い
と
、
納
得
が
い
く
ま
で
手
を
か
け
て
、
売
れ
な
か
っ
た
ら
も
う

ち
ょ
っ
と
売
れ
る
よ
う
に
が
ん
ば
る
だ
け
で
す
ね
。
手
を
か
け
れ
ば
そ
の

熱
量
が
読
者
に
伝
わ
る
だ
ろ
う
と
い
う
気
持
ち
で
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

• 

大
学
で
も
文
学
系
は
き
び
し
い
状
況
で
す
が
、
古
典
に
は
ち
ゃ
ん
と
社
会

的
需
要
が
あ
っ
て
、
き
ち
ん
と
企
画
し
て
枠
組
み
を
刷
新
す
れ
ば
大
き
な

可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
ね
。
お
ふ
た
り
が
お
っ
し
ゃ
る
と
本
当
に
説
得

力
が
あ
り
ま
す
。
本
日
は
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

Special 7-2 Special 7-2
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◉
淺
野
健
一［
彫
刻
家
］

あ
な
た
に
と
っ
て
古
典
と
は
何
で
す
か
？

–古
典
と
は
技
術
的
な
裏
打
ち
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
︒大

学
院
生
の
こ
ろ
︑仏
像
な
ど
の
保
存
修
復
の
授
業
が
あ

り
︑木
彫
技
術
や
修
復
に
つ
い
て
学
び
ま
し
た
︒木
彫

り
の
仏
像
な
ど
は
木
材
を
寄
せ
集
め
て
つ
く
ら
れ
て
い

る
の
で
す
が
︑そ
の
寄
せ
木
の
技
法
に
は
約

1
0
0
0

年
の
蓄
積
が
あ
り
ま
す
︒
科
学
的
な
合
成
接
着
剤
の

1
0
0

年
ほ
ど
の
歴
史
と
く
ら
べ
る
と
︑古
く
か
ら
あ

る
技
法
は
技
術
と
し
て
洗
練
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
思
っ

て
い
ま
す
︒

–な
ぜ
現
代
で
古
典
を
あ
つ
か
う
の
で
す
か
？

–は
じ
め
て
格
闘
技︵
キ
ッ
ク
ボ
ク
シ
ン
グ
︶を
習
っ
た
と
き
︑

シ
ャ
ド
ー
ボ
ク
シ
ン
グ
を
見
て
︑舞
の
よ
う
な
き
れ
い

な
動
き
だ
な
と
思
っ
た
ん
で
す
︒た
と
え
ば
東
大
寺
南

大
門
の
金
剛
力
士
像
は
激
し
い
動
き
を
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
ま
す
よ
ね
︒
そ
の
よ
う
な
蓄
積
の
あ
る
技
法

が
な
ぜ
そ
う
な
っ
て
い
る
の
か
を
理
解
し
て
︑格
闘
技

の
よ
う
な
身
体
的
な
動
き
を
表
現
す
る
作
品
を
つ
く

り
た
い
と
思
っ
た
ん
で
す
︒

–私
た
ち
は
古
典
と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
え
ば
い
い
で

す
か
？

–た
と
え
ば
私
は
最
近
︑

C
N

C︵
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
数
値
制
御
︶

加
工
機
を
使
っ
た
木
彫
作
品
の
制
作
に
取
り
組
ん
で
い

ま
す
︒ま
ず

P
C

上
で
作
品
を
つ
く
る
の
で
︑じ
っ
さ
い

に
は
存
在
し
な
い
も
の
を
デ
ッ
サ
ン
す
る
よ
う
に
︑と

て
も
細
か
な
か
た
ち
を
調
整
し
て
い
き
ま
す
︒
す
る

と
︑ア
ナ
ロ
グ
な
方
法
で
制
作
し
た
作
品
以
上
に
︑細

部
に
ま
で
こ
だ
わ
っ
た
も
の
が
生
ま
れ
ま
す
︒ノ
ミ
を

使
っ
た
彫
刻
の
技
法
っ
て
︑そ
れ
こ
そ

1
0

0
0

年
く

ら
い
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
︒新
し
い
技
術
を
組
み
合
わ

せ
な
が
ら
︑フ
ラ
ッ
ト
に
古
典
を
と
ら
え
る
こ
と
が
︑

こ
れ
か
ら
は
求
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
︒

あ
な
た
に
と
っ
て
古
典
と
は
何
で
す
か
？

–老
人
の
た
め
の
宝
物
︒
そ
れ
を
身
に
つ
け
て
い
る
と
︑

老
後
は
と
て
も
豊
か
で
あ
り
︑そ
う
で
な
け
れ
ば
︑老

後
は
寂
し
い︵
の
で
は
な
い
か
な
あ
？
︶︒そ
し
て
も
ち
ろ
ん

古
典
は
︑未
来
へ
の
ジ
ャ
ン
プ
の
た
め
の
滑
走
路
で
あ

る
︒温
故
知
新
の
言
葉
ど
お
り
︒

　

古
典
は
一
般
に
︑も
の
ご
と
の
原
型
を
よ
り
シ
ン
プ

ル
に
表
現
し
て
く
れ
て
い
る
も
の
で
す
︒し
か
し
一
方

で
︑時
代
の
変
化
に
取
り
残
さ
れ
て
︑理
解
で
き
な
い

方
向
へ
と
変
形
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
も
の
で
も

あ
り
ま
す
︒古
典
は
難
し
い
し
︑お
も
し
ろ
く
な
い
︒で

も
︑流
行
に
関
わ
り
な
く
じ
っ
く
り
取
り
組
む
こ
と
が

で
き
る
も
の
で
も
あ
る
の
で
す
︒

–な
ぜ
現
代
で
古
典
を
あ
つ
か
う
の
で
す
か
？

–﹁
わ
か
っ
て
か
ら
や
る
﹂と
い
う
理
解
に
対
し
て
︑﹁
や
っ

て
か
ら
わ
か
る
﹂と
い
う
理
解
の
し
か
た
も
あ
る
と
思

い
ま
す
︒わ
か
ら
な
い
ま
ま
で
暗
記
し
た
り
︑身
体
を

使
っ
て
そ
れ
に
か
か
わ
る
と
い
う
理
解
の
方
法
が
︑現

代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
必
須
で
す
︒

　

21
世
紀
以
降
の
民
族
音
楽
学
者
は
︑そ
れ
ぞ
れ
の

文
化
に
お
け
る
音
楽
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
︑音
源
を
使
い
な

が
ら
実
践
的
に
学
ば
せ
つ
つ
︑説
明
す
る
と
い
う
方
法

を
と
り
ま
し
た
︒私
自
身
も
そ
の
流
れ
の
な
か
で
︑『
日

本
の
伝
統
音
楽
を
伝
え
る
価
値
』︵
久
保
田
敏
子
・
藤
田
隆

則︵
共
編
︶︑京
都
市
立
芸
術
大
学︵
刊
行
︶︑

2
0

0
8

年
︶と
い
う

C
D

音
源
付
き
の
本
の
編
集
に
関
わ
り
ま
し
た
︒古
い

考
え
方
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
︑エ
ッ
セ
ン
ス
を
学
ぶ
た

め
に
は
︑古
く
か
ら
残
っ
て
い
る
も
の
を
学
ぶ
こ
と
が一

番
の
近
道
だ
と
思
う
か
ら
で
す
︒

–私
た
ち
は
古
典
と
ど
の
よ
う
に
付
き
合
え
ば
い
い
で

す
か
？

–古
典
を
真
剣
に
味
わ
っ
て
楽
し
む
の
は
︑年
寄
り
に

な
っ
て
か
ら
で
も
良
い
︒た
だ
し
︑そ
の
た
め
に
は
︑な

ん
ら
か
の
素
地
を
子
ど
も
の
と
き
に
つ
く
っ
て
お
く
必

要
が
あ
る
で
し
ょ
う
︒た
と
え
ば
︑ま
ず
子
ど
も
に
古

典
の
文
章
を
た
く
さ
ん
暗
記
さ
せ
る︵
謡
は
古
典
の
テ
ク

ス
ト
を
そ
の
ま
ま
歌
う
装
置
と
し
て
ベ
ス
ト
だ
と
思
う
︶︒そ
し

て
そ
の
テ
ク
ス
ト
は
い
っ
た
ん
忘
れ
ら
れ
て
も
︑歳
を

と
っ
て
か
ら
も
う
一
度
そ
こ
に
か
え
れ
ば
良
い
と
思
う
︒

　

そ
う
や
っ
て
体
に
残
っ
た
古
典
の
記
憶
が
︑い
つ
か
そ

れ
を
楽
し
む
た
め
の
地
盤
に
な
り
︑人
に
よ
っ
て
は
創

造
の
た
め
の
力
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
︒

Special 8 Special 8

音楽を実践的に学ぶ教材「みんなで歌うための笛の楽譜」 CNC加工機を使って制作した作品 《monster》

「
現
代
／
古
典
」の「
技
法
／
文
化
」を
か
け
合
わ
せ
る

◉
藤
田
隆
則［
民
族
音
楽
学
研
究
者
］

ま
ず
や
って
み
る
、民
族
音
楽
の
実
践
と
学
習 

ProfileProfile あさの・けんいち

最新テクノロジーと古典技法、伝統技法の融合を図る彫刻家。「憑依」「一

体化」をテーマに、格闘技、能、フィギュア、甲冑、などのモチーフにポップ

カルチャー的要素を融合させた木彫作品を制作している。

ふじた・たかのり

京都市立芸術大学教授（日本伝統音楽研究センター）。ミシガン大学招聘教授等を経て現職。専攻は、民

族音楽学。主な研究対象は、能、声明、民俗芸能等を中心とした歌と語り。著書に『能の多人数合唱』（ひ

つじ書房、2000年）、『能のノリと地拍子』（檜書店、2010年）などがある。

芸
能
の
み
な
ら
ず
︑古
典
に
関
連
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
実
践
し
て
い
る
人
た
ち
が
い
る
︒い

ま
だ
か
ら
こ
そ
価
値
が
あ
る
︑広
い
意
味
で
の
古
典
の
教
育
・
普
及
活
動
に
つ
い
て
︑そ
の
実
践
者

に
聞
い
た
︒
 

［
イ
ン
タ
ビュ
ー・構
成
＝
春
口
滉
平
］

実
践
者
に
聞
く
、古
典
の
教
育
・
普
及
活
動
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Book GuideBooks 古
典
の
火
を

絶
や
さ
ぬ
よ
う

九
龍
ジ
ョ
ー

古
典
芸
能
に
触
れ
た
い
と

思
っ
た
と
し
て
も
、

ど
の
よ
う
に
触
れ
れ
ば
い
い
の
か
、

入
り
口
が
わ
か
ら
な
い
…
…
。

そ
ん
な
人
の
た
め
に
、

古
典
芸
能
の
最
前
線
を

見
続
け
て
き
た
ラ
イ
タ
ー
・

九
龍
ジ
ョ
ー
が
、

3
冊
の
書
籍
紹
介
を
通
し
て

古
典
芸
能
へ
の
入
り
口
ま
で
を

案
内
す
る
。

 

お
能
の
見
方

 

著
＝

白
洲
正
子
・ 

吉
越
立
雄

 

新
潮
社

 

1
4
0
0
円﹇
税
込
﹈

絵
本 

夢
の
江
戸
歌
舞
伎

絵
＝
一
ノ
関
圭
｜

文
＝
服
部
幸
雄

岩
波
書
店

2
6
0
0
円﹇
税
込
﹈

昭
和
元
禄
落
語
心
中

著
＝
雲
田
は
る
こ

講
談
社（K

C
x

）｜
全
10
巻

6
1
0
円﹇
税
込
﹈

P
rofile

く
ー
ろ
ん
・
じ
ょ
ー

1
9
7
6
年
、東
京
都
生
ま
れ
。
ラ
イ
タ
ー
、編
集
者
。『D

idion

』編
集
発
行
人
。
毎
日
新
聞
出
版
編
集
委
員
。
編
集
を
手
が
け
た
書
籍
・
雑
誌
な
ど
多
数
。
著
書
に

『
メ
モ
リ
ー
ス
テ
ィ
ッ
ク 

ポ
ッ
プ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
社
会
を
つ
な
ぐ
や
り
方
』、『
遊
び
つ
か
れ
た
朝
に
10
年
代
イ
ン
デ
ィ・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
を
め
ぐ
る
対
話
』（
磯
部
涼
と
共

著
）。『
文
學
界
』、松
竹
公
式
サ
イ
ト
、W

IR
E

D

ウ
ェ
ブ
版
に
て
連
載
中
。

　

映
像
メ
デ
ィ
ア
が
ど
れ
ほ
ど
発
達
し
て
も
な
お
、い
や
だ
か
ら
こ
そ
か
、

い
ま
な
お
私
た
ち
は
生
の
舞
台
の
魅
力
に
惹
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
と
同

時
に
、こ
の
国
で
は
一
度
た
り
と
も
自
発
的
に
舞
台
芸
術
に
触
れ
た
こ
と

が
な
い
、と
い
う
人
が
大
勢
い
る
の
も
事
実
。
そ
れ
が
古
典
芸
能
の
舞
台

と
な
れ
ば
、な
お
さ
ら
だ
。

　

古
典
芸
能
系
の
公
演
で
は
、た
ま
に
事
前
講
座
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ

て
、そ
れ
が
誰
か
の
観
劇
の
呼
び
水
に
な
る
こ
と
は
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、

き
っ
か
け
は
き
っ
か
け
に
す
ぎ
ず
、そ
こ
か
ら
観
劇
が
習
慣
に
な
る
ケ
ー
ス

は
ま
れ
だ
。
た
い
て
い
は「
人
生
で
一
度
く
ら
い
は

︱
」と
い
う
生
涯
経

験
値
の
ア
ッ
プ
に
多
少
寄
与
す
る
程
度
の
こ
と
で
終
わ
る
。
私
が
、も
し

は
じ
め
て
生
の
舞
台
に
触
れ
る
と
い
う
人
に
そ
う
し
た
講
座
に
参
加
す

る
べ
き
か
ど
う
か
尋
ね
ら
れ
た
場
合
、や
は
り
判
断
に
迷
う
と
こ
ろ
だ
。

理
由
は
こ
う
で
あ
る
。
ま
っ
さ
ら
な
状
態
で
そ
れ
ら
の
講
座
を
受
け
た
場

合
、そ
の
後
の
観
劇
体
験
が
単
な
る「
答
え
合
わ
せ
」に
切
り
詰
め
ら
れ
て

し
ま
う
ケ
ー
ス
が
多
い
の
だ
。

　

歴
史
背
景
を
押
さ
え
、あ
ら
す
じ
を
理
解
し
、演
出
の
約
束
事
を
学

ぶ
。
と
て
も
大
事
な
こ
と
だ
。
な
の
に
、そ
れ
ら
が
観
劇
の
可
能
性
を
狭

め
て
し
ま
う
。
感
性
の
ま
ま
自
由
に
観
れ
ば
よ
い
、と
い
う
こ
と
が
言
い

た
い
の
で
は
な
い
。
ま
ず
は
客
席
の
喜
び
と
可
能
性
に
つ
い
て
知
っ
た
ほ
う

が
、そ
の
先
の
知
識
も
俄
然
、生
き
て
く
る
と
思
う
の
だ
。

　

そ
も
そ
も
あ
る
芸
能
が
「
古
典
」
と
冠
が
つ
く
ほ
ど
に
長
く
あ
る
た

め
に
は
、観
客
の
存
在
が
不
可
欠
だ
っ
た
。
そ
こ
で
観
客
の
果
た
し
て

き
た
役
割
は
、舞
台
と
交
わ
り
、感
じ
取
り
、日
常
へ
と
帰
還
す
る
、と

い
う
円
環
の
う
ち
に
こ
そ
あ
る
。
そ
う
し
た
円
環
の
秘
儀
を
、初
心
者

に
も
わ
か
り
や
す
く
解
い
た
入
門
書
が
、い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
。
以

下
に
3
冊
紹
介
す
る
。

『
お
能
の
見
方
』

　

ま
ず
は
能
で
あ
る
。
能
を
観
て
い
る
と
、日
々
の
気
が
か
り
や
過
去
の

後
悔
が
い
つ
の
ま
に
か
整
理
さ
れ
、浄
化
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
起

き
得
る
、と
い
う
の
は
能
の
フ
ァ
ン
に
は
当
た
り
前
の
事
実
だ
が
、案
外
、

入
門
者
に
対
し
て
こ
れ
を
教
え
て
く
れ
る
人
が
少
な
い
。

　

例
外
の
ひ
と
り
が
、白
洲
正
子
だ
。
講
談
社
文
芸
文
庫
の『
お
能
・
老

木
の
花
』も
い
い
が
、ま
ず
は
吉
越
立
雄
の
写
真
も
目
に
楽
し
い
、と
ん
ぼ

の
本『
お
能
の
見
方
』を
薦
め
た
い
。

　

白
州
は
能
の
観
劇
体
験
を
こ
う
要
約
す
る
。

「
目
と
耳
を
媒
介
と
し
て
、そ
こ
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
架
空
の
世
界
に

手
ぶ
ら
で
入
っ
て
い
く
」

　

手
ぶ
ら
で
い
い
、と
言
う
。「
入
っ
て
」い
っ
た
先
で
、何
が
起
こ
る
の
か
。

そ
れ
こ
そ
が
重
要
な
の
だ
。
だ
か
ら
白
州
は
、「
井
筒
」の
構
造
を
解
き

明
か
し
な
が
ら
、他
の
演
目
も
「
す
べ
て
こ
の
単
純
な
形
式
の
変
型
に
す

ぎ
な
い
」
と
言
い
切
る
。
単
純
だ
か
ら
こ
そ
、観
客
の
経
験
や
記
憶
、あ

ら
ゆ
る
感
情
が
舞
台
上
の
出
来
事
と
リ
ン
ク
す
る
の
だ
。

　

さ
ら
に
こ
の
本
が
秀
逸
な
の
は
、「
翁
」に
始
ま
り
、脇
能
、修
羅
能
、

三
番
目
物
、四
番
物
、そ
し
て
切
能
、と
い
う
能
の
五
番
立
て
を
、順
番

に
説
明
す
る
く
だ
り
だ
。
ミ
ソ
は「
分
類
」で
は
な
い
。
こ
の
順
番
で
能
を

鑑
賞
す
れ
ば
何
が
起
こ
る
の
か
を
、手
っ
取
り
早
く
追
体
験
さ
せ
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
思
想
が
ビ
ジ
ュ
ア
ル
に
結
晶
化
す
る「
望
月
」や「
石
橋
」と

いっ
た
切
能
の
美
し
さ
を
描
写
し
た
の
ち
、キ
リ
で
再
び
脇
能
の「
高
砂
」

が
顔
を
出
す
こ
と
を
白
州
は
指
摘
す
る
。
そ
し
て
こ
の
円
環
構
造
を
、

冒
頭
の「
翁
」の
形
式
に
重
ね
る
の
だ
。
大
小
い
く
つ
も
の
円
環
が
重
な
っ

て
い
く
。
そ
の
こ
と
を「
幸
福
感
」と
呼
ぶ
の
が
、白
州
ら
し
い
。
な
ぜ
な

ら
そ
れ
は
、日
常
と
見
物
席
を
行
き
来
す
る
、観
客
た
る
私
た
ち
の
姿

と
も
重
な
る
か
ら
だ
。

『
絵
本 

夢
の
江
戸
歌
舞
伎
』

　

続
い
て
は
、歌
舞
伎
で
あ
る
。一ノ
関
圭
が
絵
を
担
当
、そ
こ
に
服
部
幸

雄
が
文
章
を
添
え
る『
絵
本 

夢
の
江
戸
歌
舞
伎
』を
紹
介
し
た
い
。
江

戸
後
期
の
顔
見
世
興
行
を
、作
者
見
習
い
の
少
年
の
目
線
で
追
体
験
す

る
と
い
う
画
期
的
な
1
冊
だ
。

　
ペ
ー
ジ
か
ら
芝
居
小
屋
の
熱
気
が
立
ち
上
る
。「
野
崎
村
」の
両
花
道

を
見
れ
ば
、そ
こ
に
広
が
る
の
は
、舞
台
と
客
席
の
融
解
し
た
祝
祭
空

間
。
目
を
凝
ら
せ
ば
、枡
席
の
見
物
連
中
は
お
し
ゃ
べ
り
に
興
じ
て
、意

外
と
舞
台
を
見
て
い
な
か
っ
た
り
も
す
る
。
雑
音
や
話
し
声
も
ず
い
ぶ
ん

と
う
る
さ
そ
う
だ
。
そ
う
し
た
騒
々
し
さ
を
思
え
ば
、い
ま
に
残
る「
大

向
こ
う
」の
意
味
も
よ
く
わ
か
る
。
あ
の
キ
レ
の
あ
る
大
声
が
必
要
な
の

だ
。
同
じ
く
、一
瞬
で
全
員
の
視
線
を
集
中
さ
せ
る
た
め
の「
見
得
」
も
、

必
須
の
ア
ク
シ
ョン
だ
っ
た
と
わ
か
る
。つ
ま
り
は
フ
ェ
ス
会
場
で
あ
る
。
こ

の
祝
祭
性
を
理
解
す
れ
ば
、歌
舞
伎
見
物
の
勘
所
も
わ
か
っ
て
く
る
と
い

う
も
の
だ
。
な
に
よ
り
単
純
に
回
り
舞
台
や
ス
ッ
ポ
ン
な
ど
の
舞
台
機
構

を
見
る
だ
け
で
も
目
に
楽
し
い
。

『
昭
和
元
禄
落
語
心
中
』

　

最
後
は
、漫
画
を
通
し
て
落
語
の
世
界
に
触
れ
て
み
よ
う
。
雲
田
は
る

こ
の『
昭
和
元
禄
落
語
心
中
』だ
。
昭
和
を
舞
台
に
落
語
の
興
隆
と
衰

微
、そ
こ
で
生
き
る
有
楽
亭
八
雲
と
そ
の
弟
子
・
与
太
郎
の
師
弟
関
係

を
描
い
た
フ
ィ
ク
シ
ョン
で
あ
る
。

　

な
ん
と
言
っ
て
も
こ
の
漫
画
が
画
期
的
な
の
は
、落
語
家
の
高
座
を

観
客
目
線
で
描
き
き
っ
た
と
こ
ろ
だ
。
噺
の
中
に
入
ら
ず
に
、上
下
を

切
る
落
語
家
の
所
作
と
観
客
の
表
情
だ
け
で
落
語
を
表
現
す
る
。
客

席
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
で
も
言
う
べ
き
ス
ト
イ
ッ
ク
な
表
現
は
、現
実
の
落

語
へ
の
よ
き
水
先
案
内
と
な
る
。

　

そ
し
て
、な
に
よ
り
重
要
な
の
が
、師
弟
の
物
語
を
軸
と
し
な
が
ら
、

古
典
芸
能
と
は
容
易
に
衰
退
す
る
も
の
で
あ
り
、火
を
絶
や
さ
ぬ
よ
う
、

常
に
誰
か
が
そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
か
ね
ば
な
い
点
を
シ
ビ
ア
に
描
い
て
い

る
と
こ
ろ
だ
。

　

私
た
ち
観
客
も
ま
た
、火
を
く
べ
る
一
員
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
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多
様
な
角
度
か
ら
同
時
代
の
社
会
を
知
り
、と
ら
え
直
す
た
め
の
ト
ピ
ッ
ク
を
挙
げ
、そ
れ
に
ま
つ
わ
る
ゲ
ス
ト
を
招
く
ト
ー
ク
シ
リ
ー
ズ
。

V
ol.7, 8

で
は「
他
者
と
の
共
生
」「
障
害
と
芸
術
」を
テ
ー
マ
に
、ふ
た
つ
の
対
談
を
お
こ
な
っ
た
。

 「
い
ま
」を
考
え
る
ト
ー
ク
シ
リ
ー
ズ

T
hinking A

bout the N
ow

 T
alk S

eries

人
と
微
生
物
が
共
に
生
き
る
生
物
集
合
体
、そ
れ
が
私
た
ち
で
あ
り
、地
球
上
で
生
き
て
い
く
こ
と
は
、

微
生
物
を
は
じ
め
と
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
他
者
と
共
生
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

腸
内
細
菌
の
研
究
家
・
辨
野
義
己
氏
と
、

自
己
と
自
然
と
の
境
界
を
テ
ー
マ
に
創
作
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
鈴
木
康
広
氏
を
迎
え
、

微
生
物
と
人
間
の
関
係
を
軸
に
、

私
ら
し
さ
や
他
者
と
の
共
生
に
つ
い
て
ト
ー
ク
が
展
開
さ
れ
た
。

﹇
取
材・
文
＝

中
村
菜
乃
﹈

イ
ン
プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト

鈴
木
｜
僕
の《
ま
ば
た
き
の
葉
》
と
い
う
作
品
は
、

観
客
が
葉
を
拾
い
集
め
て
中
に
入
れ
る
、イ
ン

プ
ッ
ト
と
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
が
あ
る
作
品
で
す
。
辨

野
さ
ん
の
専
門
の「
う
ん
ち
」
と
繋
が
る
か
な
と

思
っ
て
ご
覧
い
た
だ
き
ま
し
た
。イ
ン
プ
ッ
ト
は
う

ん
ち
に
と
っ
て
ど
ん
な
意
味
を
持
つ
の
で
す
か
？

̶辨
野
｜
う
ん
ち
は
皆
さ
ん
が
自
分
で
デ
ザ
イ
ン
し

た
作
品
で
す
。
毎
日
良
い
う
ん
ち
を
作
る
た
め
の

ポ
イ
ン
ト
は
、ひ
と
つ
は
運
動
で
、腸
の
ま
わ
り

イ
ン
ナ
ー
マ
ッ
ス
ル
を
鍛
え
な
い
と
良
い
う
ん
ち

は
出
ま
せ
ん
。
ふ
た
つ
目
は
ス
ト
レ
ス
。
ス
ト
レ

ス
は
便
秘
に
繋
が
り
ま
す
。
み
っ
つ
目
は
食
事
。

偏
っ
た
食
事
も
便
秘
の
大
き
な
原
因
で
す
。
食
べ

物
と
う
ん
ち
の
関
係
を
知
れ
ば
、何
を
食
べ
れ
ば

良
い
う
ん
ち
が
出
る
の
か
と
い
う
道
筋
が
見
え

て
き
ま
す
。
便
所
と
い
う
の
は
単
な
る
排
泄
の
場

で
は
な
く
、身
体
か
ら
の
お
便
り
を
受
け
取
る
と

こ
ろ
。
ま
さ
に
自
分
の
健
康
状
態
を
知
る
の
に
一

番
い
い
場
所
な
ん
で
す
。
日
ご
ろ
か
ら
出
し
た
も

の
に
対
す
る
関
心
度
を
高
め
て
い
く
こ
と
は
健

康
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す
。

̶鈴
木
｜
個
人
的
に
は
い
ま
の
話
を
す
べ
て
作
品
制
作

に
置
き
換
え
て
聞
い
て
い
ま
し
た
。作
品
を
つ
く
っ

て
発
表
す
る
と
い
う
こ
と
と
、僕
が
生
活
の
中
で

感
じ
て
い
る
こ
と
が
、そ
の
ま
ま
作
品
と
し
て
出

て
き
て
は
い
な
い
気
が
し
て
。
僕
が
ふ
だ
ん
感
じ

た
り
考
え
た
こ
と
が
作
品
と
し
て
別
の
記
号
や
イ

メ
ー
ジ
に
な
っ
て
世
の
中
に
出
て
い
る
ん
で
す
よ

ね
。
で
も
活
動
し
て
い
く
と
、「
子
ど
も
の
頃
の
あ

の
体
験
が
こ
の
作
品
に
と
っ
て
重
要
だ
っ
た
ん
だ

な
」
と
か
、何
気
な
い
と
こ
ろ
ま
で
遡
り
始
め
る
。

ど
こ
ま
で
の
こ
と
が
う
ん
ち
を
出
す
た
め
に
影
響

し
て
い
る
の
か
な
と
考
え
て
い
ま
し
た
。

̶辨
野
｜
こ
れ
を
食
べ
れ
ば
ど
ん
な
作
品
を
出
せ
る

の
か
と
い
う
こ
と
を
自
分
で
考
え
、出
し
た
あ
と

に
見
る
と
い
う
習
慣
を
身
に
着
け
れ
ば
自
分
の

健
康
が
見
え
て
き
ま
す
。
自
分
で
ど
ん
な
作
品

を
作
れ
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
注
目
し
な
い
と
、

単
に
出
し
て
い
る
だ
け
で
は
健
康
状
態
は
保
て

ま
せ
ん
。
体
内
の
微
生
物
と
い
う
の
は
い
い
働
き

も
あ
れ
ば
悪
い
働
き
も
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
い
か

P
rofile

べ
ん
の
・
よ
し
み

1
9
4
8
年
大
阪
府
生
ま
れ
。
1
9
7
4
年
理
化
学
研
究
所
に
入
所
。
2
0
0
9
年
同
所
バ
イ
オ
リ
ソ
ー
ス
セ
ン

タ
ー
微
生
物
材
料
開
発
室
室
長
を
経
て
現
職
。
農
学
博
士
。
専
門
領
域
は
腸
内
環
境
学
、微
生
物
分
類
学
。

酪
農
学
園
大
学
特
任
教
授
。
日
本
獣
医
学
会
賞（
1
9
8
6
年
）、日
本
微
生
物
資
源
学
会
・
学
会
賞（
2
0
0
3

年
）、文
部
科
学
大
臣
表
彰
・
科
学
技
術
賞 

理
解
増
進
部
門（
2
0
0
9
年
）、受
賞
。
ビ
フ
ィ
ズ
ス
菌
・
乳
酸
菌
の

高
い
健
康
効
果
を
訴
え
る「
う
ん
ち
博
士
」
と
し
て
テ
レ
ビ
、雑
誌
、講
演
活
動
な
ど
で
活
躍
。
著
書
に「
1
0
0

歳
ま
で
元
気
な
人
は
何
を
食
べ
て
い
る
か
？
」（
三
笠
書
房
）、「
大
便
革
命
」（
幻
冬
舎
新
書
）な
ど
多
数
。

す
ず
き
・
や
す
ひ
ろ

1
9
7
9
年
静
岡
県
生
ま
れ
。
既
に
あ
る
も
の
や
見
慣
れ
た
現
象
に
新
鮮
な
切
り
口
を
与
え
る
作
品
に
よ
っ

て
、も
の
の
見
方
や
世
界
の
と
ら
え
方
を
問
い
か
け
る
活
動
を
続
け
て
い
る
。
2
0
1
4
年
に
水
戸
芸
術
館
、

2
0
1
7
年
、箱
根
彫
刻
の
森
美
術
館
に
て
個
展
を
開
催
。
2
0
1
8
年
、「
ふ
ね
と
水
辺
の
ア
ー
ト
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
」で
隅
田
川
を《
フ
ァ
ス
ナ
ー
の
船
》が
運
航
し
話
題
に
。
そ
の
他
の
代
表
作
に《
ま
ば
た
き
の
葉
》、《
空
気

の
人
》な
ど
。
2
0
1
4
毎
日
デ
ザ
イ
ン
賞
受
賞
。
平
成
29
年
度
文
化
庁
文
化
交
流
使
。
武
蔵
野
美
術
大
学
准

教
授
、東
京
大
学
先
端
科
学
技
術
研
究
セ
ン
タ
ー
客
員
研
究
員
。

に
修
正
し
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
を
大
便
を
観

察
す
る
こ
と
で
考
え
る
こ
と
が
大
事
で
す
。

̶鈴
木
｜
僕
は
長
い
間《
空
気
の
人
》と
い
う
作
品
を

つ
く
っ
て
い
る
の
で
す
が
、そ
れ
を
つ
く
っ
て
き
た

こ
と
で「
空
気
っ
て
重
い
ん
だ
な
」
と
か「
風
船
が

膨
ら
む
不
思
議
さ
」
を
感
じ
、目
に
見
え
な
い
も

の
の
存
在
を
自
分
な
り
に
意
識
す
る
こ
と
が
で

き
ま
し
た
。
微
生
物
や
腸
内
細
菌
と
い
う
存
在

の
理
解
と
か
、実
感
が
持
て
な
か
っ
た
の
で
す
が

辨
野
さ
ん
の
お
話
を
う
か
が
っ
て
自
分
な
り
の
道

筋
で
近
づ
け
る
よ
う
な
気
が
し
て
き
ま
し
た
。
感

覚
的
な
も
の
を
表
現
し
て
い
る
人
た
ち
は
、き
っ

と「
う
ん
ち
」
の
見
方
を
知
っ
て
い
る
人
た
ち
な

ん
で
す
よ
ね
。

集
団
と
し
て
と
ら
え
る

辨
野
｜
私
は
腸
内
細
菌
を
目
に
見
え
る
形
に
す
る

た
め
に
46
年
間
研
究
し
て
き
て
、69
種
類
の
新
し

い
菌
を
発
見
し
ま
し
た
。
発
見
と
い
う
の
は
研
究

者
に
と
っ
て
喜
ば
し
い
こ
と
で
、発
表
す
る
こ
と

は
研
究
者
に
と
っ
て
ひ
と
つ
の
大
事
な
生
き
様
だ

と
思
い
ま
す
。
い
っ
た
ん
出
し
た
も
の
を
使
っ
て

次
の
人
が
新
た
に
展
開
し
て
い
く
た
め
の
道
筋

を
つ
く
る
こ
と
が
使
命
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
作

品
に
し
て
も
、ど
う
い
う
見
方
を
す
る
の
か
、ど

う
発
展
さ
せ
て
い
く
の
か
と
い
う
の
は
次
の
人
た

ち
が
継
続
し
て
い
く
な
か
で
見
え
て
く
る
の
で

は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
い
か
に
好
奇
心
を
持
つ
か
、

そ
の
気
持
ち
を
継
続
し
て
集
中
す
る
か
と
い
う

と
こ
ろ
に
研
究
の
醍
醐
味
が
あ
り
、前
向
き
な
気

持
ち
が
科
学
研
究
に
し
て
も
芸
術
に
し
て
も
共

通
す
る
大
き
な
人
類
の
財
産
だ
と
思
う
ん
で
す
。

次
の
世
代
の
人
た
ち
を
ど
の
よ
う
に
育
て
て
い

く
の
か
が
今
一
番
大
き
な
課
題
で
す
。

̶鈴
木
｜
い
ま
の
自
分
か
ら
見
る
都
市
化
さ
れ
た
世

界
は
あ
ら
ゆ
る
面
で
分
断
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

で
も
そ
こ
に
は
不
思
議
な
繋
が
り
も
生
ま
れ
て

い
ま
す
。
た
と
え
ば
僕
は
フ
ァ
ス
ナ
ー
と
船
の
繋

が
り
と
い
う
も
の
を
見
つ
け
て《
フ
ァ
ス
ナ
ー
の

船
》
と
い
う
作
品
を
つ
く
り
ま
し
た
が
、見
た
人

が
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
く
れ
る
。「
境
界
線

鈴木康広

辨野義己

を
引
き
つ
つ
消
し
て
い
る
」
と
か
。
作
品
が
、現
代

に
生
き
る
人
た
ち
の
視
点
や
会
話
を
多
様
化
さ

せ
る
た
め
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
世
界
を
分
類

し
固
定
す
る
こ
と
に
抵
抗
す
る
こ
と
が
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
仕
事
で
す
。
そ
れ
が
な
い
と
整
理
整
頓
さ

れ
て
、成
果
物
と
し
て
感
動
も
な
く
時
系
列
に
並

べ
ら
れ
て
い
く
だ
け
の
世
界
に
な
っ
て
し
ま
う
。

̶辨
野
｜
体
内
の
微
生
物
は
単
体
で
は
生
き
ら
れ
な

い
の
で
集
団
で
生
き
て
い
ま
す
。
現
代
に
お
け
る

科
学
技
術
の
発
達
は
、善
悪
の
区
別
で
は
な
く
、

人
や
自
然
に
と
っ
て
の
機
能
性
か
ら
評
価
し
て
い

く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
人
の
生
活
に
重
要
な
も

の
は
善
で
、関
係
な
い
も
の
は
悪
だ
と
い
う
見
方

で
は
本
当
の
自
然
現
象
を
と
ら
え
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
集
団
と
し
て
微
生
物
を
と
ら
え
な
け

れ
ば
菌
の
機
能
も
見
え
て
き
ま
せ
ん
。

̶鈴
木
｜
分
け
る
こ
と
な
く
、集
団
を
ど
う
と
ら
え

る
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
善
も
悪
も
な
い
菌
の

存
在
に
つ
い
て
、ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
し
て
僕
自
身

も
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
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ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
と
共
犯

長
津
｜
こ
の
ト
ー
ク
の
解
説
に「
と
も
に
生
き
る
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
と
あ
り
ま
し
た
が
、こ
の

こ
と
を
僕
も
ず
っ
と
考
え
て
い
ま
す
。
不
思
議
な

言
葉
で
す
よ
ね
。
す
で
に
あ
ら
ゆ
る
人
は
共
生
し

て
い
る
の
に
、な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
言
う
必
要
が
あ
る

の
で
し
ょ
う
か
？

　

タ
イ
ト
ル
の「
障
害
と
芸
術
」
に
引
き
つ
け
る

な
ら
ば
、障
害
の
あ
る
／
な
し
の
違
い
も
判
断
が

難
し
い
。
自
分
に
障
害
が
あ
る
と
思
う
人
も
い
れ

ば
、そ
う
で
な
い
人
も
い
て
、あ
る
い
は
何
ら
か

の
生
き
づ
ら
さ
を
心
身
に
抱
え
て
い
る
こ
と
を
障

害
と
感
じ
る
人
も
い
る
。
だ
と
す
れ
ば
、障
害
で

あ
る
／
な
い
の
線
引
き
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
？ 

そ

れ
が
自
分
の
問
題
意
識
と
し
て
あ
り
ま
す
。

　

ま
た
、演
劇
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、参
加
者
は

指
導
す
る
側
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
や
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
の
オ
ー
ダ
ー
に
従
順
に
反
応
す
る
だ
け
で
は
意

味
が
あ
り
ま
せ
ん
。
参
加
者
が
勝
手
に
動
い
た
り
、

走
っ
た
り
す
る
こ
と
で「
ず
れ
」が
生
じ
る
こ
と
で

面
白
く
な
る
。
そ
の
と
き
に
何
が
起
き
て
い
る
の

か
を
知
る
た
め
に
僕
は
研
究
を
続
け
て
い
ま
す
。

　

義
足
の
ダ
ン
サ
ー
で
あ
る
森
田
か
ず
よ
さ
ん

や
森
田
さ
ん
に
関
わ
る
人
び
と
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

を
し
た
際
、作
品
制
作
に
お
け
る
3
つ
の
ポ
イ
ン

ト
が
浮
か
び
上
が
り
ま
し
た
。「
向
き
合
う
」「
枷

を
は
め
合
う
」「
突
き
つ
け
る
」。一
方
的
に
押
し
付

け
る
の
で
は
な
く
、関
わ
り
あ
う
こ
と
で
共
通
の

認
識
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
は「
共
犯
性
」
と
も
呼

ぶ
べ
き
も
の
で
、こ
の「
一
緒
に
何
か
を
企
む
」
よ

う
な
関
わ
り
は
、障
害
の
あ
る
人
の
表
現
に
限
ら

ず
、あ
ら
ゆ
る
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
重
要
で
す
。

̶村
川
｜
演
劇
の
演
出
家
と
し
て
作
品
を
つ
く
っ
て

い
ま
す
が
、台
本
も
書
き
ま
せ
ん
し
、本
職
の
俳

優
と
一
緒
に
仕
事
も
し
ま
せ
ん
。
僕
は
も
と
も

と
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
勉
強
を
し
て
い
て
、

現
実
に
生
き
て
い
る
人
か
ら
作
品
を
立
ち
上
げ

る
こ
と
を
自
分
の
ス
タ
イ
ル
に
し
て
い
ま
す
。

こ
の
ト
ー
ク
の
テ
ー
マ
は
自
分
の
専
門
で
は
な

く
、正
直
尻
込
み
し
て
い
ま
す
。
で
す
の
で
、今
日

は
自
分
が
経
験
し
た
こ
と
か
ら
話
し
て
い
き
た

い
と
思
い
ま
す
。
2
0
1
1
年
に『
ツ
ァ
イ
ト
ゲ
ー

バ
ー
』と
い
う
演
劇
を
つ
く
り
ま
し
た
。
障
害
の

あ
る
方
の
在
宅
介
護
の
現
場
を
舞
台
上
に
再
現

す
る
と
い
う
内
容
で
、実
際
に
ヘ
ル
パ
ー
の
仕
事

を
し
て
い
る
友
人
に
出
演
し
て
も
ら
い
、さ
ら
に

女
性
の
観
客
か
ら
志
願
し
て
も
ら
っ
て
介
護
さ

れ
る
側
を
演
じ
て
も
ら
い
ま
す
。
こ
れ
は
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
的
手
法
を
使
っ
た
は
じ
め
て
の
作
品

で
、い
ま
だ
に
自
分
で
も
整
理
の
つ
い
て
な
い
作

品
で
す
。
話
そ
う
と
す
る
と
矛
盾
が
生
ま
れ
る
。

話
し
て
も
話
し
足
り
な
い
よ
う
な
作
品
で
す
。

̶﹇
上
演
映
像
の
一
部
を
上
映
﹈

̶「
芸
術
と
障
害
」
と
い
う
テ
ー
マ
に
関
係
な
い
か

も
し
れ
ま
せ
ん
が
、3
年
ほ
ど
前
に
、ボ
ー
ダ
レ

ス
・
ア
ー
ト
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ムN

O
-M

A

と
い
う
美

術
館
で
開
催
さ
れ
た
展
覧
会
の
た
め
に
書
い
た

文
章
を
読
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
何
か
を
結
論

づ
け
て
話
す
よ
り
も
、さ
ら
に
矛
盾
を
組
み
入

れ
る
こ
と
に
よ
る
複
雑
さ
が
良
い
よ
う
に
思
う

か
ら
で
す
。

　
「
台
本
や
演
出
が
な
く
て
も
、も
う
そ
こ
に
演

劇
が
あ
り
、
す
べ
て
が
あ
る
の
だ
と
思
え
た
の

だ
。
こ
れ
で
い
い
と
。
演
出
家
の
仕
事
と
は
俳
優

や
観
客
に
何
か
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

思
っ
て
い
た
私
に
と
っ
て
、こ
の
経
験
は
そ
の
思

い
込
み
を
強
烈
に
破
壊
し
、反
転
さ
せ
た
」﹇
村
川

の
朗
読
よ
り
一
部
抜
粋
﹈

は
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
の
肯
定

長
津
｜
村
川
さ
ん
が
最
後
に
し
た
朗
読
、じ
つ
は

「
芸
術
と
障
害
」
に
す
ご
く
関
係
し
て
い
る
よ
う

に
思
い
ま
し
た
。
さ
き
ほ
ど
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
た
展

覧
会
の
文
章
の
最
後
で「
私
と
い
う
表
現
者
は
死

ん
だ
」
と
あ
る
の
で
す
が
、「
つ
く
る
」の
で
は
な

く「
観
察
」
に
意
識
を
寄
せ
る
村
川
さ
ん
の
視
点

は
誠
実
で
す
し
象
徴
的
で
す
。

̶村
川
｜
さ
っ
き
の
文
章
は
言
い
す
ぎ
た
と
こ
ろ
も

P
rofile

な
が
つ
・
ゆ
う
い
ち
ろ
う

異
な
る
立
場
や
背
景
を
も
つ
人
々
の
協
働
と
、そ
こ
に
あ
る
芸
術
文
化
の
役
割
に
つ
い
て
、研
究
／
実
践
の
双

方
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
る
。
文
化
庁
や
厚
生
労
働
省
に
よ
る
障
害
の
あ
る
人
の
表
現
活
動
に
関
す
る
施

策
に
も
関
わ
る
。
専
門
は
ア
ー
ツ
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
、芸
術
社
会
学
。
博
士（
学
術
・
東
京
藝
術
大
学
）。
著
書
に『
舞

台
の
上
の
障
害
者
：
境
界
か
ら
生
ま
れ
る
表
現
』（
九
州
大
学
出
版
会
、2
0
1
8
年
）。

む
ら
か
わ
・
た
く
や

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
や
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
の
手
法
を
用
い
た
作
品
を
、映
像
・
演
劇
・
美
術
な
ど
様
々
な
分
野

で
発
表
し
、国
内
外
の
芸
術
祭
、劇
場
よ
り
招
聘
を
受
け
る
。
介
護
す
る
／
さ
れ
る
こ
と
を
舞
台
上
に
再
現
す

る『
ツ
ァ
イ
ト
ゲ
ー
バ
ー
』（
2
0
1
1
年
）、指
示
書
に
沿
っ
て
舞
台
上
の
出
演
者
が
動
く『
エ
ヴ
ェ
レ
ッ
ト
ゴ
ー
ス
ト

ラ
イ
ン
ズ
』（
2
0
1
3
年
）な
ど
の
作
品
群
は
、虚
構
と
現
実
の
境
界
の
狭
間
で
表
現
の
方
法
論
を
問
い
直
し
、

現
実
世
界
で
の
生
の
リ
ア
リ
テ
ィ
と
は
何
か
を
模
索
す
る
。
セ
ゾ
ン
文
化
財
団
ジ
ュ
ニ
ア
・
フ
ェ
ロ
ー
、平
成
28
年

度
文
化
庁
文
化
交
流
使
、京
都
造
形
芸
術
大
学
舞
台
芸
術
学
科 

非
常
勤
講
師
。

﹇
取
材・
文
＝

島
貫
泰
介
﹈

障
害
者
の
表
現
活
動
に
関
す
る
研
究
と
実
践
の
双
方
か
ら
の

ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
続
け
て
い
る
研
究
者
・
長
津
結
一
郎
氏
と
、

身
体
障
害
者
介
護
の
現
場
に
お
け
る

介
護
者
と
被
介
護
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
実
態
を
テ
ー
マ
に
し
た
演
劇
作
品
を

創
作
・
上
演
し
た
経
験
を
持
つ
演
出
家
の
村
川
拓
也
氏
を
迎
え
、

そ
れ
ぞ
れ
の
活
動
を
も
と
に
障
害
者
を
め
ぐ
る
昨
今
の
社
会
問
題
な
ど
に
つ
い
て
議
論
を
深
め
た
。

あ
っ
て
、実
際
に
は
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
演
出
の
仕

事
と
し
て
や
っ
て
い
ま
す
。9
時
間
あ
る
労
働
を
、

上
演
の
1
時
間
に
ま
と
め
て
い
る
し
、稽
古
場
で

友
人
に
何
回
も
再
現
し
て
も
ら
っ
た
仕
事
か
ら
、

僕
が
選
ん
で
編
集
し
て
い
ま
す
か
ら
ね
。
そ
れ
か

ら
、じ
つ
は
こ
の
映
像
記
録
の
時
点
で
、僕
は
介

護
の
現
場
に
行
っ
た
こ
と
が
な
い
ん
で
す
。
す
べ

て
ヘ
ル
パ
ー
の
彼
か
ら
聞
い
た
話
、見
せ
て
も
ら
っ

た
も
の
で
し
か
つ
く
っ
て
い
な
い
ん
で
す
。

̶長
津
｜
あ
え
て
見
な
か
っ
た
の
で
す
か
？

̶村
川
｜
現
実
を
そ
の
ま
ま
舞
台
上
に
再
現
し
て
も

リ
ア
リ
テ
ィ
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
ん
で
す
。
必

ず
変
換
が
必
要
で
、『
ツ
ァ
イ
ト
ゲ
ー
バ
ー
』で
は

介
護
さ
れ
る
藤
井
さ
ん
は
実
際
に
は
男
性
だ
け

れ
ど
、舞
台
に
上
げ
る
観
客
は
必
ず
女
性
に
し
て

い
て
、ち
ょ
っ
と
ず
つ
の
ず
れ
を
あ
え
て
つ
く
っ
て

い
ま
す
。
本
人
が
い
な
い
、本
人
で
は
な
い
と
い

う
強
調
に
よ
っ
て
、そ
の
人
の
存
在
感
が
増
す
こ

と
が
あ
る
ん
で
す
。

̶長
津
｜
村
川
さ
ん
の
作
品
で
は
、そ
れ
も「
枠
組

み
」
を
最
初
に
設
定
す
る
手
法
と
し
て
採
用
し

て
い
ま
す
ね
。

̶村
川
｜
自
分
の
な
か
で
、枠
組
み
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

が
結
び
つ
い
て
い
る
ん
で
す
。
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と

ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
、そ
の
両
方
の
二
重
性
を
作

品
で
や
り
た
い
。
俳
優
に
し
て
も
、本
来
は
演

じ
て
い
る
役
柄
と
俳
優
本
人
が
二
重
に
見
え
て

い
る
は
ず
で
、け
れ
ど
も
ド
ラ
マ
は
そ
の
現
実
に

嘘
を
つ
く
。
そ
れ
は
僕
に
は
で
き
な
い
ん
で
す
。

̶長
津
｜
障
害
を
持
つ
人
た
ち
が
関
わ
る
演
劇
に

感
じ
る
モ
ヤ
モ
ヤ
に
似
て
い
る
気
が
し
ま
す
。

セ
リ
フ
を
間
違
え
ず
に
喋
る
こ
と
を
目
指
す

よ
り
も
、失
敗
し
た
り
、演
じ
よ
う
と
し
て
も

演
じ
き
れ
な
い
、正
し
い
芸
術
の
あ
り
方
か
ら

は
み
出
し
て
し
ま
う
こ
と
の
ほ
う
が
面
白
い
で

す
し
、逆
に
い
え
ば
そ
れ
し
か
で
き
な
い
。
で
も

「
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
に
否
定
的
な
評
価

を
下
す
の
で
は
な
く
、そ
の
で
き
な
さ
を
逆
手

に
と
っ
て
、強
い
表
現
に
変
え
て
い
こ
う
と
い
う

動
き
が
、次
第
に
現
れ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。

長津結一郎（左）と村川拓也（右）

 
障
害
と
芸
術
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て

 ﹇V
o

l.8

﹈
̶

2
0
1
9
年
3
月
30
日﹇
土
﹈

̶ •

長
津
結
一
郎（
九
州
大
学
大
学
院
芸
術
工
学
研
究
院
助
教
）

 •

村
川
拓
也（
演
出
家
）

̶

企
画
：
宮
崎
麻
子（
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都
）
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サ
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チ
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グ
ラ
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2
0
1
8
年
度
最
終
報
告
会
レ
ポ
ー
ト

R
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rogram
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nnual R
eport 2018

新
井
静

現
代
と「
伝
統
芸
能
」の
接
続

―
現
代
に
お
け
る「
伝
統
芸
能
」の

試
み
と
課
題

ま
ず
は「
古
典
芸
能
と
現
代
演
劇
」
を
研
究
テ
ー

マ
に
し
た
新
井
、中
谷
、林
に
よ
る
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー

シ
ョ
ン
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

　

新
井
は「
現
代
と「
伝
統
芸
能
」
の
接
続
」
と

題
し
、現
代
に
お
い
て
伝
統
芸
能
が
ど
の
よ
う

に
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
を
概
括
し
た
。
新
井

﹇
開
催
日
﹈

2
0
1
9
年
3
月
18
日﹇
月
﹈

̶﹇
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
﹈

新
井
静

中
谷
森

林
立
騎

大
野
は
な
恵

̶﹇
メ
ン
タ
ー
﹈

吉
岡
洋（
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
特
定
教
授
）

若
林
朋
子（
立
教
大
学
大
学
院
21
世
紀
社
会
デ
ザ
イ
ン
研
究
科
特
任
准
教
授
）

が
研
究
の
導
入
と
し
て
考
え
た
の
が
、伝
統
芸
能

と
現
代
人
の
隔
た
り
に
つ
い
て
。
ネ
ッ
ト
な
ど
の

多
様
な
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
無
数
の
文
化
コ
ン
テ

ン
ツ
に
触
れ
ら
れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、伝
統
芸

能
は
人
び
と
か
ら
遠
い
も
の
と
し
て
あ
る
。
例

え
ば
20–

30
代
の
男
女
16
名
に
古
典
の
イ
メ
ー

ジ
に
つ
い
て
聞
き
取
り
を
お
こ
な
っ
て
も「
よ

く
わ
か
ら
な
い
」「
見
た
ら
賢
く
な
れ
そ
う
」
と

い
っ
た
返
答
が
大
半
を
占
め
る
。
新
井
は
、こ
の

隔
た
り
を
埋
め
る
パ
イ
プ
を
い
か
に
つ
く
る
か

を
、こ
の
リ
サ
ー
チ
の
な
か
で
見
出
し
た
か
っ
た

2
年
目
を
迎
え
た
「
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都 

リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
は
、

舞
台
芸
術
に
関
わ
る
研
究
・
批
評
と
実
践
の
場
を
つ
な
げ
る
若
手
人
材
の
育
成
／

リ
サ
ー
チ
を

目
的
に
実
施
し
た
調
査
研
究
事
業
だ
。

「
古
典
芸
能
と
現
代
演
劇
」
と
「
子
ど
も
と
舞
台
芸
術
」の
2
テ
ー
マ
を

昨
年
度
か
ら
引
き
継
ぎ
つ
つ
、前
年
度
か
ら
継
続
参
加
の

林
立
騎
、大
野
は
な
恵
に
、新
た
に
新
井
静
、中
谷
森
の
2
名
が
加
わ
り
、

総
勢
4
名
に
よ
る
リ
サ
ー
チ
を
1
年
弱
か
け
て
実
施
し
た
。

2
0
1
9
年
3
月
18
日
に
2
0
1
8
年
度
の
最
終
報
告
会
が
開
催
さ
れ
、

各
人
の
研
究
成
果
発
表
が
お
こ
な
わ
れ
た
。

と
述
べ
た
。

　

伝
統
芸
能
を
い
か
に
現
代
に
位
置
付
け
る

か
。
新
井
は
、そ
の一
例
と
し
て
、映
像
装
置
な
ど

の
新
し
い
技
術
を
導
入
し
た「
シ
ネ
マ
歌
舞
伎
」

を
挙
げ
た
。
歌
舞
伎
の
舞
台
映
像
を
映
画
館
で

上
演
す
る
試
み
は「
非
映
画
デ
ジ
タ
ル
コ
ン
テ
ン

ツ（other digital stuff

）」
と
呼
ば
れ
、数
年
前
に

大
ヒ
ッ
ト
し
た
マ
イ
ケ
ル
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
の
記
録

映
画『T

H
IS

 IS
 IT

』も
こ
れ
に
含
ま
れ
る
。
場

所
や
時
間
を
問
わ
ず
再
現
可
能
で
、ア
ー
カ
イ

ブ
と
も
な
る
の
は
利
点
だ
が
、製
作
者
側
の
意

図
に
よ
っ
て
映
像
が
編
集
さ
れ
、舞
台
芸
術
に
お

け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
一
方
通
行
的
に
な

る
、複
製
可
能
ゆ
え
の
観
劇
体
験
の
一
回
性
が
損

な
わ
れ
る
な
ど
の
短
所
も
あ
る
と
、新
井
は
指

摘
す
る
。

　

こ
の
ほ
か
に
も
、リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
生
成
さ
れ

る
初
音
ミ
ク
の
映
像
と
コ
ラ
ボ
し
た「
超
歌
舞

伎
」
や
、二
元
中
継
で
別
の
と
こ
ろ
に
い
る
役
者

を
仮
想
的
に
共
演
さ
せ
る「
バ
ー
チ
ャ
ル
共
演
」

も
先
端
技
術
と
伝
統
芸
能
の
接
点
と
し
て
挙
げ

ら
れ
、ま
た
、照
明
の
L
E
D
化
、「
ス
ー
パ
ー
歌

舞
伎
」
な
ど
で
多
用
さ
れ
る
ワ
イ
ヤ
ー
ア
ク
シ
ョ

ン
に
対
応
し
た
設
計
な
ど
、時
代
に
合
わ
せ
た
劇

場
設
備
の
変
化
も
注
目
す
べ
き
例
と
し
て
紹
介

さ
れ
た
。

　
一
方
、全
2
幕
8
場
の
う
ち
歌
舞
伎
に
相
当
す

る
の
は
1
場
程
度
の「
滝
沢
歌
舞
伎
」
が
歌
舞
伎

と
自
称
す
る
よ
う
に
、歌
舞
伎
や
伝
統
芸
能
自
体

の
定
義
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
が
あ
る

と
、新
井
は
述
べ
る
。
そ
の
曖
昧
さ
が
先
端
技
術

の
導
入
を
う
な
が
す
面
も
あ
る
が
、多
く
は
一
過

性
の
イ
ベ
ン
ト
色
が
強
く
、そ
の
先
の
継
続
的
な

観
客
の
獲
得
に
は
つ
な
が
り
づ
ら
い
。「
と
っ
つ
き

や
す
さ
」
と
継
続
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い

と
、発
表
を
結
ん
だ
。

　

以
上
の
新
井
の
発
表
に
対
し
て
、メ
ン
タ
ー

の
吉
岡
洋
、若
林
朋
子
は「
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
使

う
こ
と
の
何
が
問
題
な
の
か
、な
ど
考
察
と
議

論
を
中
心
に
す
べ
き
」「
目
の
前
の
身
体
と
映
像

の
な
か
の
身
体
の
二
重
性
な
ど
、身
体
性
に
つ
い

て
の
考
察
を
聞
き
た
い
」
と
指
摘
。
会
場
か
ら
も

「
学
生
ら
若
い
世
代
か
ら「
バ
ー
チ
ャ
ル
共
演
」

は
不
評
で
、身
体
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
つ
い
て
よ
り

多
様
な
考
察
が
必
要
な
の
で
は
」
と
の
声
が
あ

が
っ
た
。

中
谷
森

「
シ
リ
ー
ズ 

舞
台
芸
術
と
し
て
の
伝
統
芸
能

vol.2 

能
楽『
鷹
姫
』」の
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
：
調
査
と
記
録

中
谷
は
、演
劇
が
上
演
・
鑑
賞
さ
れ
る
空
間
に
お

い
て
演
者
と
観
客
が
共
謀
し
て
つ
く
る
想
像
的

な
イ
メ
ー
ジ「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
の
考
察

を
、
19
年
2
月
3
日
に
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都

で
上
演
さ
れ
た「
シ
リ
ー
ズ 

舞
台
芸
術
と
し
て

の
伝
統
芸
能 vol.2 

能
楽『
鷹
姫
』」
で
の
観
客

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
通
じ
て
調
査
・
研
究
し
た
。
プ
レ

ゼ
ン
で
は
、中
谷
が
研
究
の
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
と
し

た
W
・
B
・
イ
ェ
ー
ツ
に
お
け
る「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」

の
概
念
に
示
唆
を
得
て
、受
動
性
と
能
動
性
、ま

た
虚
構
と
現
実
と
い
う
二
項
対
立
を
超
え
て
生

新井静

成
す
る
も
の
と
し
て
の「
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
」
の
働
き

に
つ
い
て
述
べ
、先
の『
鷹
姫
』上
演
に
お
い
て
は
、

「
岩
」
役
が
そ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
指

摘
し
た
。

　

そ
の
後
の
メ
ン
タ
ー
と
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

で
は
、批
評
・
研
究
的
な
中
谷
の
関
心
が
リ
サ
ー

チ
と
い
う
枠
組
と
の
接
点
を
見
出
す
こ
と
の
難

し
さ
を
指
摘
し
つ
つ
も
、全
体
と
し
て
興
味
深
い

内
容
だ
っ
た
と
評
さ
れ
た
。
若
林
は
、文
献
研
究

を
ス
タ
イ
ル
と
し
て
き
た
中
谷
が
、今
回
の
ヒ

ア
リ
ン
グ
調
査
を
通
し
て
見
え
て
き
た
も
の
が

知
り
た
い
と
述
べ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
中
谷
は
、

ヒ
ア
リ
ン
グ
し
た
層
の
大
半
が
伝
統
芸
能
を
ほ

と
ん
ど
見
な
い
若
い
世
代
で
、各
自
の
作
品
・
文

脈
へ
の
事
前
の
理
解
度
に
よ
っ
て
、自
身
が
関
心

を
寄
せ
る
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
へ
の
到
達
度
が
変
わ
る
印

象
を
持
っ
た
と
述
べ
た
。
そ
の
う
え
で
直
近
の
関

心
と
し
て「
舞
台
上
で
発
せ
ら
れ
る
言
葉
」
の

問
題
を
付
け
加
え
た
。
英
語
に
対
し
日
本
語
は

主
題
優
先
言
語
と
し
て
の
性
格
が
強
い
と
さ
れ

る
な
ど
、文
法
に
由
来
す
る
言
語
的
な
違
い
は
、

各
言
語
圏
の
観
客
の
作
品
把
握
に
も
影
響
を
及

ぼ
し
て
お
り
、今
後
は
そ
の
違
い
か
ら
ヴ
ィ
ジ
ョ

ン
に
つ
い
て
の
考
察
を
深
め
て
い
き
た
い
と
ま

と
め
た
。

林
立
騎

都
市
の
空
地（
く
う
ち
）と
し
て
の
劇
場

―
脱「
上
演
中
心
主
義
」の
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ギ
ー

昨
年
度
の
リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の
参
加
以

降
、木
ノ
下
歌
舞
伎
の『
糸
井
版 

摂
取
合
邦
辻
』

の
関
連
企
画
立
案
に
加
わ
り
、公
開
講
座
シ
リ
ー

ズ
の
開
催
、パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
制
作
を
行
っ
た
林

は
、そ
の
経
験
を
前
提
と
し
つ
つ
、舞
台
芸
術
の

「
上
演
中
心
」
主
義
へ
の
問
い
か
け
を
成
果
発
表

の
軸
と
し
た
。

　

演
劇
や
劇
場
は
、非
日
常
的
な「
祝
日
づ
く
り
」

に
集
中
し
て
い
る
が
、む
し
ろ
平
日
を
意
識
す
べ

き
で
あ
り
、そ
の
た
め
に
は
、劇
場
を
原
っ
ぱ
の
よ

中谷森
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う
な「
空
地（
く
う
ち
）」に
と
ら
え
直
す
必
要
が
あ

る
、と
林
は
述
べ
る
。
建
築
家
・
大
谷
幸
夫
の『
空

地
の
思
想
』で
は
、固
定
化
し
な
い
可
能
性
を
育

み
、未
知
な
る
も
の
を
留
保
し
、そ
こ
か
ら
統
合

化
を
模
索
す
る
場
と
し
て
空
地
を
提
案
し
て
い

る
。
こ
こ
か
ら
敷
衍
し
て
、林
は
演
劇（
作
品
）と

劇
場
が
無
前
提
に
一
体
化
さ
せ
ず
、両
者
が
出

会
う
こ
と
で
生
じ
る
一
致
や「
ず
れ
」
の
可
能
性

を
問
う
。

　

メ
ン
タ
ー
の
吉
岡
は
、空
地
を
対
話
の
哲
学
が

生
ま
れ
る「
ア
ゴ
ラ（
広
場
）」と
重
ね
合
わ
せ
つ
つ
、

対
話
や
息
抜
き
の
機
会
の
欠
如
が
、劇
場
の
み
な

ら
ず
社
会
全
体
が
直
面
す
る
問
題
に
な
っ
て
い

る
と
指
摘
し
た
。
ま
た
、若
林
は
、学
び
の
場
を

つ
く
り
た
い
と
昨
年
度
の
プ
レ
ゼ
ン
で
述
べ
た
林

が
、『
摂
州
合
邦
辻
』の
関
連
企
画
で
そ
れ
を
実

現
し
た
こ
と
を
高
く
評
価
。
そ
し
て
劇
場
を
文

化
施
設
と
し
て
と
ら
え
な
い
見
方
は
、文
化
政
策

に
お
い
て
も
新
た
な
提
案
に
な
る
の
で
は
と
付

け
加
え
る
。

　

そ
れ
に
対
し
て
林
は
、そ
こ
で
再
度
重
要
に
な

る
の
が「
作
品
」
だ
と
応
え
た
。
作
品
を
見
る
経

験
に
お
い
て
は
、と
き
に
作
品
自
体
を
突
き
抜
け

て
都
市
の
情
景
・
状
況
の
変
化
を
感
じ
さ
せ
る
時

間
が
生
じ
る
。
そ
れ
は
、劇
場
が「
原
っ
ぱ
」
に
な

る
時
間
で
あ
っ
て
、観
客
に
社
会
を
見
回
す
た
め

の
視
点
を
作
品
が
与
え
る
の
だ
と
い
う
。
現
在
、

ど
の
劇
場
も
集
客
に
苦
労
し
て
い
る
が
、そ
の
よ

う
に
し
て
平
日
の
時
間
と
、作
品
に
接
す
る
機
会

を
組
み
合
わ
せ
る
活
動
に
取
り
組
む
必
要
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
、と
林
は
ま
と
め
る
。

　

客
席
に
い
た
批
評
家
の
森
山
直
人
は
、空
地
の

言
葉
が「
観
客
と
は
何
か
」
と
い
う
意
識
を
思
い

出
さ
せ
る
、と
述
べ
た
。
林
が
制
作
に
関
わ
っ
た

高
山
明
／P

ort B

の『
完
全
避
難
マ
ニ
ュ
ア
ル
』で

は
上
野
公
園
の
炊
き
出
し
の
場
を
訪
れ
た
り
す

る
。
た
だ「
見
る
」の
み
の
観
客
と
し
て
、そ
の
と

き
に
感
じ
る
あ
る
種
の
居
心
地
の
悪
さ
、炊
き
出

し
に
関
わ
る
集
団
に
属
し
て
い
な
い
が
立
ち
会
っ

て
い
る
、と
い
う
経
験
が
思
考
の
始
ま
り
と
な

る
。
ど
こ
に
も
属
さ
な
い
者
＝
観
客
に
な
る
体
験

大野はな恵

を
促
す
の
が
作
品
な
の
で
は
な
い
か
、そ
の
瞬
間

が「
自
分
が
空
地
に
い
る
」
と
い
う
こ
と
な
の
か

も
し
れ
な
い
と
、森
山
は
ま
と
め
た
。

大
野
は
な
恵

子
ど
も
た
ち
と
共
に
つ
く
る
劇
場
の
か
た
ち

―
子
ど
も
の
参
画
は

い
か
に
展
開
さ
れ
う
る
か

「
子
ど
も
と
舞
台
芸
術
」
を
テ
ー
マ
に
、昨
年
度

か
ら
引
き
続
き
リ
サ
ー
チ
を
お
こ
な
っ
た
大
野

は
な
恵
は
、ロ
ン
ド
ン
の
劇
場「
ラ
ウ
ン
ド
ハ
ウ

ス
」
を
視
察
し
た
経
験
と
、
昨
年
度
に
ロ
ー
ム

シ
ア
タ
ー
京
都
で
開
催
さ
れ
た『
プ
レ
イ
シ
ア

タ
ー
！ in S

U
M

M
E

R
 

2
0
1
8
』内
で
企
画

し
た「「
夢
の
劇
場
」
を
絵
に
描
こ
う
！
」の
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
を
パ
イ
ロ
ッ
ト
ス
タ
デ
ィ
と
し
て
、2

年
度
に
わ
た
っ
た
自
身
の
リ
サ
ー
チ
を
以
下
の
よ

う
に
総
括
し
た
。

　
「
ラ
ウ
ン
ド
ハ
ウ
ス
」は
、ピ
ー
タ
ー
・
ブ
ル
ッ
ク

や
ジ
ョ
ン
・
ケ
ー
ジ
ら
も
公
演
し
た
前
衛
的
な
劇

場
で
、現
在
は
若
者
に
向
け
た
プ
ロ
グ
ラ
ム
も
数

多
く
お
こ
な
っ
て
い
る
。
同
劇
場
で
は
、若
者
が

理
事
と
し
て
運
営
に
関
わ
る「
ユ
ー
ス
・
ア
ド
バ

イ
ザ
リ
ー
・
ボ
ー
ド
」
と
い
う
制
度
を
設
け
て
お

り
、一
定
の
裁
量
権
を
若
者
た
ち
に
委
ね
、ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
の
改
善
や
増
設
、S
N
S
に
よ
る
情
報

発
信
の
見
直
し
、フ
ァ
ン
ド
レ
イ
ジ
ン
グ
の
方
法

な
ど
、さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
な
成
果
を
あ
げ
て
い

る
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
劇
場
自
身
も
、新
た

な
視
点
の
獲
得
、舞
台
芸
術
分
野
に
進
む
若
者
た

ち
の
育
成
、社
会
に
お
け
る
劇
場
価
値
の
向
上
と

い
っ
た
効
果
を
得
て
い
る
と
い
う
。
ま
た「「
夢
の

劇
場
」
を
絵
に
描
こ
う
！
」の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で

は
、子
ど
も
た
ち
が
描
い
た
絵
か
ら
、パ
フ
ォ
ー
ミ

ン
グ
ア
ー
ツ
に
対
す
る
子
ど
も
た
ち
の
認
識
や

経
験
性
が
読
み
取
れ
た
と
い
う
。

　

大
野
は
、こ
れ
ら
の
リ
サ
ー
チ
か
ら
、子
ど
も

に
と
っ
て
の
劇
場
が「
非
日
常
を
経
験
す
る
楽
し

い
場
所
」「
感
動
を
共
有
す
る
場
所
」に
な
っ
て
い

﹇
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
﹈

﹇
メ
ン
タ
ー
﹈

吉岡洋｜よしおか・ひろし

京都大学こころの未来研究センター特定教授。

京都大学文学部・同大学院修了（美学美術学）。

著書に『情報と生命』（新曜社、1993年）、『〈思

想〉の現在形』（講談社、1997年）など。批評誌

『Diatxt.』（ダイアテキスト）1–8号の編集、「京都

ビエンナーレ2003」のディレクターをつとめた

ほか、『パラ人』（2014 –2015）など地域性・自主

性の強い出版活動の企画・編集もおこなう。

 

若林朋子｜わかばやし・ともこ 

立教大学大学院 21世紀社会デザイン研究科

特任准教授、プロジェクト・コーディネーター。

英国ウォーリック大学院文化政策・経営学修士

課程修了。1999 –2013年（公社）企業メセナ

協議会勤務。13年よりフリーランスとなり、各

種事業や企画立案のコーディネート、自治体の

文化政策やNPOの運営支援などに取り組む。

16年より立教大学大学院教員。社会デザイン

の領域で文化、アートの可能性を探る。

 

新井静｜あらい・しずか

2018年度リサーチプログラムリサーチャー。京

都出身。京都府立山城高校、立命館大学文学部

日本文化情報学専攻卒業。大阪大学文学研究

科文化動態論専攻アート・メディア論コース在学

中。専門は日本のアングラ演劇。アングラ演劇

及び現代演劇の背景にはどのような思想とのつ

ながりが存在するのか。またあるいは過去から

現在へと連綿と続く古典演劇と呼ばれる日本独

自の演劇とどのようなかかわり合いを持ってきた

のか。演劇が哲学、社会、歴史といかなる「つな

がり」を持つのかを中心として研究している。卒

業論文テーマは「唐十郎『ビニールの城』におけ

る解釈」。

 

中谷森｜なかたに・もり

2018年度リサーチプログラムリサーチャー。シェ

イクスピア研究者、演劇研究者。日本における

シェイクスピア受容研究を中心とし、翻訳・翻案を

通じて変容し、創作されてきた日本の劇言語につ

いて研究を進めている。論文に、「The Language 

and Voice of the Shite in Sukehiro Hirakawa 

and Satoshi Miyagi’s Mugen-noh Othello」。現

在、京都大学こころの未来研究センター特定研

究員、京都造形芸術大学非常勤講師。

 

林立騎｜はやし・たつき

2017、18年度リサーチプログラムリサーチャー。翻

訳者、演劇研究者。訳書にイェリネク『光のない。』

（白水社、2012年）、共編著に『Die Evakuierung 

des Theaters』（Berlin Alexander Verlag、2015年）、

『摂州合邦辻2019』（ロームシアター京都、2019

年）。2012–14年、アーツカウンシル東京調査

員（伝統芸能分野）。2017–19年、沖縄県文化

振興会プログラムオフィサー。古典芸能と現

代芸術にかかわる論考に「あらたなる地理の

可能性―許家維の映像―歴史―地理学」「ノ

イズとしての伝統―あいちトリエンナーレ

における青木涼子『秘密の閨』」など。現在、

Künstlerhaus Mousonturm（ドイツ、フランクフ

ルト）ドラマトゥルク。

 

大野はな恵｜おおの・はなえ

2017,18年度リサーチプログラムリサーチャー。

博士（学術）。専門は音楽学と表象文化論。古楽

に関する研究と共に、劇場におけるエデュケー

ション・プログラムに関する研究も行う。また、

内外のオペラ劇場で、現場の仕事に携わって

きた経験をもつ。2005年より新国立劇場のオ

ペラ公演に携わり、2010年文化庁新 進芸術

家海外研修制度によりNYメトロポリタン歌劇

場で研修。現在、東京大学 大学院総合文化研

究科 学術研究員、津田塾大学 非常勤講師な

どを兼務。論文に「チルドレンズ・チョイス・ア

ワードを通じた子どもの変容に関する実証的研

究」ほか。

PROFILE

る
と
分
析
す
る
。
そ
の
う
え
で
、今
後
の
子
ど
も

向
け
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
と
し
て「
子
ど
も
と
共
に
つ

く
る
」「
空
想
の
世
界
へ
と
足
を
踏
み
入
れ
て
い

く
楽
し
み
を
経
験
で
き
る
場
と
し
て
の
劇
場
」の

モ
デ
ル
を
提
案
し
た
。

　

以
上
の
プ
レ
ゼ
ン
に
対
し
て
、メ
ン
タ
ー
の
吉

岡
は「
子
ど
も
の
ア
ウ
ト
プ
ッ
ト
は
多
彩
だ
が
、

子
ど
も
は
大
人
か
ら
の
問
い
を
大
人
が
思
う
よ

う
に
は
理
解
し
て
な
い
の
で
は
な
い
か
？
」
と
指

摘
し
、若
林
は
次
年
度
の
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都

の
取
り
組
み
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
よ
う
と
す
る

姿
勢
を
評
価
し
た
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、大
野
は
短
期
間
で
お
こ
な
う

リ
サ
ー
チ
の
設
定
の
限
界
を
認
め
つ
つ
、そ
こ
に

何
ら
か
の
継
続
性
が
導
入
さ
れ
る
こ
と
を
期
待

し
て
い
る
と
述
べ
た
。
ま
た
、日
本
で
暮
ら
す
子

ど
も
た
ち
の
主
体
性
に
つ
い
て
も
、留
意
が
必
要

だ
と
付
け
加
え
た
。

リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
可
能
性

4
人
の
プ
レ
ゼ
ン
と
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
終

え
、メ
ン
タ
ー
2
名
は
今
年
度
を
以
下
の
よ
う

に
総
括
す
る
。

　

吉
岡
は
、今
年
度
の
リ
サ
ー
チ
の
密
度
の
濃
さ

は
、自
分
自
身
に
も
思
考
の
機
会
を
与
え
る
も
の

に
な
っ
た
が
、全
体
的
に
も
う
す
こ
し
リ
ラ
ッ
ク

ス
し
た
空
気
と
多
様
さ
が
欲
し
い
と
ま
と
め
た
。

ま
た
、大
人
と
子
ど
も
を
厳
密
に
区
別
す
る
限
界

に
つ
い
て
も
指
摘
し
た
。

　

若
林
は
、リ
サ
ー
チ
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
劇
場
で
企

画
さ
れ
た
こ
と
、そ
の
な
か
で
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
が

各
自
の
調
査
研
究
を
進
め
、
さ
ら
に
報
告
会
と

い
う
か
た
ち
で
外
部
か
ら
も
聴
講
者
が
多
く
足

を
運
ん
で
い
る
こ
と
を
評
価
し
、こ
の
プ
ロ
グ
ラ

ム
の
重
要
性
を
強
調
す
る
。
ま
た
、各
自
の
発
表

内
容
や
方
向
性
が
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
相
互
に
交

差
し
た
点
を
挙
げ
、
複
数
名
で
リ
サ
ー
チ
を
進

行
す
る
こ
と
の
利
点
を
付
け
加
え
た
。

林立騎

吉岡洋（左）と若林朋子（右）

﹇
取
材・
文
＝

島
貫
泰
介
﹈
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Profile わたなべ・ひさし

京都出身。サーカスアーティスト。カンパニー「頭と口」主宰。2006年からジャグリング、

倒立、軟体芸を始め、ダンサーを経て現在はサーカスアーティストとして世界のフェスティ

バルに多数出演。19年10月27日ロームシアター京都にて音楽家・中川裕貴とのコラボ

レーションをおこなう。健康法は「荷物を持たない、嫌なことをしない、お金で悩まない」。

関
西
を
拠
点
と
す
る
気
鋭
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
を
紹
介
。

古
典
と
現
代
、そ
れ
ぞ
れ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
で
活
動
す
る

若
き
表
現
者
た
ち
の
思
考
に
触
れ
る
。

Artist 
Pickup

06

渡
邉 

尚
｜H

isash
i W

atanabe

 「どこにいっても仲間はずれなんです」。白い
ビーンバッグ（お手玉）と床を駆使し、身体と物
の関係性を起点に展開する独自のジャグリ

ングで、ヨーロッパやアジアのサーカスフェス
ティバルに引っ張りだこの渡邉尚は、自らをそ
う評す。「ジャグリングが好きなんじゃなくて、身
体が好きでやってる。僕のジャグリングは、僕
の身体でないとできない」。ダンス／ジャグリ
ング／サーカスの垣根を超える唯一無二の

存在は、実はここ京都にルーツを持つ。
　左京区一乗寺で生まれ育ち、少年時代は
夜な夜な四足歩行で近所を巡ったり屋根の

上を飛び移っていたらしい。京都精華大学在
学中の20歳の頃、友人が家族全員でジャグ
リングをしているのを見て、教えを請うようにな
る。もっと上手く見せるには身体の動きを学ば
ねばと、バレエやブレイクダンスにも傾倒し、
20代後半には京都拠点のコンテンポラリー
ダンスカンパニー「モノクロームサーカス」の一
員として活動。海外公演やワークショップの
経験を積みながら、いつも「自分の身体で何

ができるか」を自問自答していた。そんなシ
ンプルな興味が、彼をあらゆる事柄から越境
させてきた。
　「いまは足をどれだけ手のように動かせる
かに興味があります。それがジャグリングにも、
倒立にも、軟体芸にもなる。そんな感じで、つ
ねに行動や考え方も変化させる」。本取材時
は、“100日間予定なし実験”に取り組んでい
る最中だった。仕事を断り、昨年移り住んだ
沖縄北部の村で素潜りや探検、食料を収穫
して暮らす。ジャグリングの起源は“暇”にあっ
たのではと考え、自身をその状況に置いてみ
ようと始めた試みだったが、技術の探求の
みならず彼の人生観まで変えつつあるという。
「表現と引き換えに貧しさを引き受けたり、助
成金の結果に振り回されない、持続可能な
アーティストの生き方の確立こそ、新たなアー
トを生み出すために必要だってわかったん

です」。変化し続ける柔軟さは、対立や分断と
いった緊張状態が目立つ昨今のアート界に

対する突破口になりうるかもしれない。

身 体 ひ と つ で 生 き 、変 化 を 恐 れ な い ア ー ティ ストとして シ ン・文 楽 の パ イ オ ニ ア

Profile よしだ・みのしろう

人形浄瑠璃文楽の人形遣い。1975年京都生まれ。1988年三世吉田簑助に入門し、

1991年4月、簑紫郎と名乗り大阪国立文楽劇場で初舞台。2009年・10年「文楽協

会賞」、12年「国立劇場文楽賞奨励賞」、17年「平成28年度咲くやこの花賞（演劇・

舞踊部門）」および「国立劇場文楽賞文楽奨励賞」の各賞受賞。健康法は筋トレ。

Artist 
Pickup

05

吉
田
簑
紫
郎
｜M

inosh
irou Y

osh
ida

2008年にユネスコ無形文化遺産にも登録され
た「人形浄瑠璃文楽」は、太夫・三味線による
義太夫節に合わせ人形を操作する伝統芸能

だ。義太夫節による登場人物の感情表現と、
世界でも例を見ない人形一体を3人の人形遣
い（主

おもづか

遣い、左遣い、足遣い）が操る技は、生身の
人間を超えるかのような情感を生み出す。
　中学1年生で人形遣い・三世吉田簑助に入
門し、いまや文楽界のホープとして多数の文楽
賞を受賞している吉田簑紫郎という技芸員を

ご存知だろうか。小学3年生の時にテレビの文
楽中継を見て“仕掛け”に興味を持ったのが
文楽との出会い。1991年、15歳で簑紫郎を名
乗っての初舞台から、“足10年、左10年”とい
われる修業期間に足遣いを20年以上も遣っ
た。今では連日舞台を踏みながら、自ら主役
を務める自主企画も精力的におこない、 “バック
パッカー文楽”とも称されるアジア巡業では出
演のみならず資金調達から人形・道具類の手
配、航空券の手配まで一手に対応している。
　文楽の魅力を改めて尋ねてみた。「死ぬま

で追究できるところですね。凝り性なうえに、や
りたいことをやりきった時の達成感がやめられ

なくて」とはにかむ一方で、長い修行時代には
迷いもあったという。
　「何でもやるの精神で、師匠達のいろんな
芝居をこの目で見て、身体で覚えたことが自分
の強み。おんなじことばかりってくさってたらあ
かん。楽しいことを自分で見つけて適応する。
そして周りの評価を気にしない。修行は続き
ますが、いつ急に大きな役が来ても言い訳せ
ずに、びっくりさせるくらいのものを準備してお
いて、チャンスを窺う」
　その野心は文楽の中にとどまらない。積極
的に映画や現代アートも嗜み、コラボレーショ
ンの機会を探っているという。「文楽から脱線
しすぎずに、文楽人形の可能性を拡げるよう
な表現をつくってみたい。何やってんねんって
言われるかもしれないけど…それが文楽を知
るきっかけになれば」。小さい頃から見つめて
きたからこその、明日の文楽を真剣に変えよ
うとする強い眼差しに迷いはない。

振付／出演／音楽：渡邉尚『逆さの樹』©bozzo 吉田簑紫郎［撮影＝小川知子］

 ﹇
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
＝

橋
本
裕
介（P46

）、松
本
花
音（P47

）／
文
＝

松
本
花
音
﹈
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S
N
S
的
疑
似
共
同
性
と
批
評
に
お
け
る
分
断

前
稿
で
論
じ
た
演
劇
批
評
と「
場
」
と
い
う
主
題
は
、も
ち
ろ
ん
、昨
今
の
S
N
S

的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
量
の
飛
躍
的
な
増
大
や
そ
の
発
語
形
態
の
多
様
化
と
深

く
か
か
わ
る
。
た
だ
し
、こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
よ
う
な
多
様
な「
場
」
が
生
成
し
て

い
る
、と
か
、こ
れ
ま
で
不
可
視
だ
っ
た
そ
の
よ
う
な「
場
」
が
可
視
化
さ
れ
つ
つ

あ
る
、と
い
う
よ
う
な
話
で
は
な
い
。
そ
う
な
っ
て
か
ら
す
で
に
久
し
い
の
で
あ
っ

て
、い
ま
は
そ
う
し
た
擬
似
的
共
同
性（
体
）と
批
評
的
距
離
を
ど
う
取
る
か

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

が

問
わ
れ
る
べ
き
段
階
だ
と
考
え
ざ
る
を
え
な
い
。
デ
ジ
タ
ル
が
苦
手
だ
か
ら
使
わ

（
え
）な
い
と
か
、「
炎
上
」
が
怖
い
か
ら
書
き
込
ま
な
い
と
い
っ
た
話
で
は
な
く
、

S
N
S
的
疑
似
共
同
性
の
存
在
と
そ
れ
が
規
定
す
る
言
語
態
を
前
提
と
し
た
批

評（
的
）活
動
の
展
開
が
求
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
稿（A

S
S

E
M

B
LY

 V
ol.3

所
収
）の
註
4
で
記
し
た
よ
う
な
業
界
的〈
分
断
〉に
よ
る
演
劇
批
評
の
危
機
と
言

え
る
事
態
は
こ
の
こ
と
と
無
関
係
で
は
な
い
。
紙
媒
体
ベ
ー
ス
の
批
評
と
、S
N
S

／
ネ
ッ
ト
空
間
を
主
戦
場
と
す
る
そ
れ
に
は
明
ら
か
に「
分
断
」
が
あ
る
。
そ
れ

は
紙
媒
体
の
読
者
共
同
体

≒

観
客
共
同
体
と
、S
N
S
メ
デ
ィ
ア
の
そ
れ
の
間
に
、

「
分
断
」
が
あ
る
と
い
っ
て
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
で
あ
る
。

　
　

た
と
え
ば
、第
63
回
岸
田
戯
曲
賞
を
受
賞
し
た
松
原
俊
太
郎
の
こ
と
に
触
れ

て
、岡
田
利
規
は
こ
う
書
く
。

そ
う
し
た
類
い
の
演
劇
の
言
葉
を
日
本
語
に
よ
っ
て
書
く
、今
の
と
こ
ろ
は
数
少

な
い
劇
作
家
で
あ
る
松
原
氏
に
岸
田
戯
曲
賞
が
授
賞
さ
れ
た
こ
と
が
、現
在
の

演
劇
状
況
を
よ
り
刺
激
的
な
方
向
に
変
え
る
要
因
と
し
て
働
い
て
く
れ
た
ら
本

望
だ
け
れ
ど
も
、同
時
に
わ
た
し
は
そ
れ
と
は
反
対
の
こ
と
、現
況
が
す
で
に
あ

る
程
度
含
み
持
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
分
断
の
傾
向
、と
い
う
の
は

例
え
ば〈
普
通
の
演
劇
〉へ
の
嗜
好（
し
こ
う
）と〈
普
通
じ
ゃ
な
い
演
劇
〉へ
の
そ
れ
と

の
あ
い
だ
に
あ
る
溝
の
こ
と
、と
で
も
言
え
ば
よ
い
だ
ろ
う
か
、そ
れ
が
こ
の
よ
う

な〈
小
難
し
い
〉作
品
に
授
賞
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
促
進
さ
れ
て
し
ま
う
の
か

も
し
れ
な
い
と
懸
念
し
て
も
い
る
。そ
れ
は
本
意
で
は
な
い
。（
岡
田
利
規
「
顎
を
鍛

え
て
く
れ
る
言
葉
」第
63
回
岸
田
國
士
戯
曲
賞
選
評
、白
水
社
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
、最
終
閲
覧

日
2
0
1
9
年
9
月
22
日 https://w

w
w.hakusuisha.co.jp/new

s/n29840.htm
l

）

「
そ
う
し
た
類
い
」
と
は
、「
す
ん
な
り
理
解
で
き
る
よ
う
な
言
葉
た
ち
で
は
な
」

く
、「
観
客
は
か
な
り
の
集
中
を
要
す
る
」
よ
う
な
言
葉
で
、「
俳
優
に
も
相
当
な

力
量
が
問
わ
れ
る
」
演
劇
の
言
葉
で
あ
る
。
そ
し
て
、こ
こ
で
岡
田
は
、〈
普
通
の

演
劇
〉と〈
普
通
じ
ゃ
な
い
演
劇
〉の
あ
い
だ
の「
分
断
の
傾
向
」
あ
る
い
は「
溝
」

に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。

　
　

た
だ
し
、演
劇
批
評
の「
場
」
の
問
題
と
し
て
見
た
場
合
、〈
普
通
の
演
劇
〉と

〈
普
通
じ
ゃ
な
い
演
劇
〉の「
分
断
」
は
、そ
の
よ
う
に
見
え
て
い
て
も
た
い
し
た

問
題
で
は
な
い
、と
言
え
て
し
ま
う
こ
と
を
わ
た
し
た
ち
は
よ
く
知
っ
て
い
る
。
つ

ま
り
そ
こ
で
は「
演
劇
」
そ
の
も
の
は
疑
わ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
、「
演
劇
」
に
つ
い

て
の
原
理
的
な
問
い

4

4

4

4

4

4

は
、そ
の
ど
ち
ら
に
も
胚
胎
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
む
し
ろ

批
評
性
は
、そ
の「
分
断
」
の
う
ち
に
、あ
る
い
は〈
普
通
の
演
劇
〉と〈
普
通
じ
ゃ

な
い
演
劇
〉と
い
う
近
代
的
二
項
対
立
の〈
埒
外
〉に
こ
そ
、胚
胎
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。
す
な
わ
ち
、「
演
劇
」
に
つ
い
て
の
原
理
的
問
い
に
向
か
う
批
評
性

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

は
、ジ
ャ

ン
ル
的
、地
理
的
、思
想
的
等
々
の
多
様
な
レ
ベ
ル
の
移モ
ビ
リ
テ
ィ

動
性
、あ
る
い
は
、輻
輳

的
な
レ
ベ
ル
で
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
非
連
続
的
運
動
性

4

4

4

と
し
て
、言

説
と
は
か
ぎ
ら
な
い
諸
実
践
の「
場
」
と
し
て
、歴
史
や
記
憶
に
登
記
さ
れ
て
い
く

必
要
が
あ
る
し
、実
際
す
で
に
、そ
う
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、近

年
、よ
う
や
く
わ
た
し
に
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、そ
う
い
う
動
き
を
し
て
い
る
人
た
ち
の
姿
が
あ
る

ポスター「岸井大輔の本はここで買えます。」
デザイン｜音羽晴佳

具
体
性
と
理
論
的
緊
急
性
を
伴
っ
て
見
え
て
き
た

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
。
そ
の
き
っ
か
け
は
、

キ
ャ
リ
ア
的
に
は
す
で
に
長
く
劇
作
家
で
あ
る
岸
井
大
輔
か
ら
最
新
戯
曲
集
の
解

説
の
執
筆
を
依
頼
さ
れ
た
こ
と
だ
っ
た
。

•
 

 

批
評（
的
）実
践

今
年
1
月
に
出
版
さ
れ
た
そ
の
戯
曲
集
は『
あ
そ
び
と
つ
く
り
ご
と
1 

戯
曲
は
作

品
で
あ
る
と
東
京
の
条
件
と
そ
の
ほ
か
の
戯
曲
』と
題
さ
れ
て
い
る
。
岸
井
に
よ

れ
ば
本
書
は「
2
0
1
6
年
刊
行
の『
戯
曲
は
作
品
で
あ
る
』と
2
0
1
3
年
刊
行
の

『
戯
曲 

東
京
の
条
件
』と
そ
れ
に
関
連
す
る
い
く
つ
か
の
戯
曲
を
収
め
た
」
も
の

で
あ
る
。
戯
曲
と
い
っ
て
も
、岡
田
利
規
的〈
普
通
の
演
劇
〉／〈
普
通
じ
ゃ
な
い
演

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

 ﹇
連
載
論
考
﹈

さ
ま
ざ
ま
な
作
品
・
動
向
が
現
れ
た
2
0
1
0
年
代
が
終
わ
り
を
迎
え
つ
つ
あ
る
い
ま
、上
演
系
芸
術
と

そ
れ
を
取
り
巻
く
状
況
は
い
か
な
る
時
局
を
迎
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
批
評
家
・
演
劇
研
究
者
の
内
野
儀
が
、10
年
代
を
概
括
す
る
連
載
論
考
。

脱
領
土
化
／
再
領
土
化
か
ら〈
破
片
〉的
へ

―
あ
る
い
は
、10
年
代
の
上
演
系
芸
術
を
俯
瞰
す
る

第
三
回

内
野
儀

Tadashi U
chino

Serial CritiqueSerial Critique
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劇
〉の
ど
ち
ら
で
も
な
い

≒

ど
ち
ら
で
も
あ
る
、さ
ま
ざ
ま
な
言
語
態
・
形
式
に
よ

る
テ
ク
ス
ト
群
で
あ
る
。
岸
井
自
身
も
言
う
よ
う
に
、

近
年
現
代
演
劇
に
お
い
て
、い
ろ
い
ろ
な
表
現
が
生
ま
れ
、従
来
と
は
違
う
形
式

の
戯
曲
が
書
か
れ
て
い
る
。詩
や
小
説
や
企
画
書
や
ル
ー
ル
ブ
ッ
ク
の
よ
う
な
、戯

曲
の
進
化
は
現
代
芸
術
の
重
要
な
成
果
と
い
え
る
だ
ろ
う
。（
岸
井
大
輔「
は
じ
め

に
」『
あ
そ
び
と
つ
く
り
ご
と
1 

戯
曲
は
作
品
で
あ
る
と
東
京
の
条
件
と
そ
の
ほ
か
の

戯
曲
』PLA

Y
S and W

O
R

K
S

、2
0
1
9
、4
頁
）

本
書
に
収
め
ら
れ
た
多
種
多
様
な
戯
曲
をP

LA
Y

せ
よ
、と
い
う
の
が
こ
の
戯
曲

集
の
趣
旨
で
あ
る
。P

LA
Y

は「
遊
ぶ
」
で
も「
上
演
す
る
」
で
も
よ
い
が
、「
戯
曲

は
原
液
で
、上
演
で
飲
み
や
す
く
割
る
」（
同
上
、6
頁
）の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

劇
作
家
で
あ
る
岸
井
大
輔
は
、原
液
と
し
て
の
戯
曲
を
紙
媒
体
に
よ
っ
て
社
会

≒

世
界
に
提
供
す
る
と
い
う
形
式
を
け
っ
し
て
譲
ら
な
い
。

　
　

ひ
ど
く
ハ
イ
コ
ン
テ
ク
ス
ト
な
話
を
し
て
い
る
の
で
、例
を
挙
げ
よ
う
。
今
回

こ
こ
に
は
、「
戯
曲 

東
京
の
条
件
」
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
す
で

に
本
書
の「
解
説
」
で
、わ
た
し
は
次
の
よ
う
に
書
い
た
。

 「
2
幕
｜
当
事
者
の
限
界
活
動
に
よ
る
組
織
」か
ら「
5
幕
｜
生
産
者
の
条
件
東
京

の
公
共
」
に
い
た
る
あ
い
だ
に
、書
か
れ
た
時
期
が
異
な
る
多
種
多
様
な
文
字
テ

ク
ス
ト
が
入
っ
て
い
る
。「
ノ
ー
ト
」
だ
っ
た
り
、「
講
義
用
原
稿
」
だ
っ
た
り
、「
イ
ン

ス
ト
ラ
ク
シ
ョ
ン
」
だ
っ
た
り
、「
口
上
」
だ
っ
た
り
す
る
。
文
体
の
形
式
的
に
は
、企

画
書
的
だ
っ
た
り
、報
告
書
的
だ
っ
た
り
、エ
ッ
セ
イ
的
だ
っ
た
り
、伝
統
的
な
意
味

で
の
戯
曲
だ
っ
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
。こ
う
し
て
、「
東
京
に
公
共
を
創
る
」と

い
う（
略
）プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
、ハ
ン
ナ・
ア
レ
ン
ト
の『
人
間
の
条
件
』を
主
要
な
参
照

項
と
し
つ
つ
、三
年
間
取
り
組
ん
だ
岸
井
さ
ん
の
頭
の
中
で
起
き
た
こ
と
や
、岸

井
さ
ん
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
タ
ー
と
い
う
か
関
係
す
る
ア
ク
タ
ー（
人
間
と
は
限
ら
な
い
の

で
）と
の
間
に
起
き
た
こ
と
、あ
る
い
は
起
き
る
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
の

軌
跡
が
、テ
ク
ス
ト
化
＝

戯
曲
化
＝

作
品
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
わ
た
し
た
ち
は
、

た
と
え
ば
、日
本
の
文
脈
に
お
け
る
公
共
を
創
る
／

考
え
る
た
め
に
、九
鬼
周
造

が
召
喚
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
、き
わ
め
て
知
的
に
刺
激
的
な
プ
ロ
セ
ス
に
付
き

合
う
こ
と
に
な
る
。（
同
上
「
解
説
」、3
8
5
頁
）

あ
る
い
は
、本
書
に
は
、「
ポ
ス
ト
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト 

マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
と

い
う
長
文
の
戯
曲
が
入
っ
て
い
る
。
本
作
も
ま
た
、い
わ
ゆ
る「
戯
曲
」
で
は
な

い
。「
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト
の
そ
の
ア
ー
ト
」
か
ら
は
じ
ま
り
、「
コ
ン
テ
ン

ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト
を
振
り
返
り
」、「
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト
を
演

P
LA

Y
 A

 D
R

A
M

A

劇
で
整

理
し
」、「P コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト

L
A

Y

に
潜
在
す
る
四
派
」
を
理
論
化
し
、「
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー

を
潜
在
的
に
支
配
す
る
も
の
は
何
と
呼
ば
れ
る
か
―
戯
曲
の
形
式
化
す
る
―
」

を
語
り
、「P

L
A

Y

は
耐
久
性
の
あ
る
対
象
を
求
め
る
」
と
宣
言
し
、「
す
べ
て
の

作コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
テ
ィ
ス
ト

家
は
劇
作
家
で
あ
り
ゆ
え
に
上

コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト

演
と
関
係
す
る
」
と
し
、「
作
品
は
戯
曲

で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
る
と
い
う
、
真
正
の
意
味
で
の
芸
術
的「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」

で
あ
る（
同
上
、1
7
4 －

2
2
2
頁
）。
こ
う
し
て
本
論
は
、
演
劇
か
美
術
か
と
い
っ

た
ジ
ャ
ン
ル
区
分
を
軽
々
と
超
え
、
現
代
芸
術
を「
ポ
ス
ト
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー

ア
ー
ト
」
と
し
て
定
義
す
る
と
い
う
極
め
て
意
欲
的
か
つ
独
自
の
理
論
的「
戯
曲

＝
作
品
」
に
な
っ
て
お
り
、「
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト
の
賞
味
期
限
切
れ
と
、ポ

ス
ト
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト
の
視
座
を
示
す
」（
同
上
、2
2
2
頁
）画
期
的
な

「
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
」
な
の
で
あ
る
。

　
　

そ
の
根
底
に
は
、「
中
学
の
こ
ろ
か
ら
演
劇
と
諸
芸
術
を
見
な
が
ら
、演
劇
だ

け
が
近
代
芸
術
で
あ
る
こ
と
に
疑
問
を
も
」
ち
、
95
年
に「
演
劇
以
外
の
芸
術
ジ
ャ

ン
ル
は
、そ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
定
義
す
る
こ
と
で
ジ
ャ
ン
ル
を
問
い
直
し
た
先
達
が
現

代
芸
術
を
つ
く
っ
た（
略
）が
、演
劇
に
は
い
な
い
こ
と
」
が
そ
の
原
因
で
あ
る
と「
確

信
」
し
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
し
て
、「
演
劇
の
方
法
論
や
諸
美
学
を
形
式
と
捉
え
演

劇
美
学
を
拡
張
す
る
試
行
を
開
始
」
す
る
。
そ
の
な
か
で
、「
ま
ち
そ
の
も
の
が
状

況
を
設
定
す
る
作
品
群
と
そ
の
方
法『potalive

』な
ど
を
発
表
」（
2
0
0
3

－

07
）、

さ
ら
に「
東
京
に
お
け
る
公
共
を
考
え
る
た
め
に
ハ
ン
ナ
・
ア
レ
ン
ト
の『
人
間
の
条

件
』を
戯
曲
と
見
な
し
都
内
で
上
演
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト『
東
京
の
条
件
』を
実
施
」

（
09－

12
）、ま
た
、「
演
劇
の
形
式
化
は
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト
全
体
の
捉
え
な

お
し
に
つ
な
が
る
」
と
し
て
、「『
ポ
ス
ト
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ア
ー
ト
』概
念
を
発

信
」
し
て
い
る（
17

－

、同
上
、3
9
3
頁
）。

P
rofile

う
ち
の
・
た
だ
し

日
米
現
代
演
劇
、パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
研
究
、学
習
院
女
子
大
学
国
際
文
化
交
流
学
部
教
授
。1
9
5
7
年
京
都
生
ま
れ
。
東
京
大
学
大
学
院
人
文
科
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了

（
米
文
学
）。
学
術
博
士（
2
0
0
1
）。
2
0
1
7
年
ま
で
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
教
授（
表
象
文
化
論
）。
主
な
著
書
に『
メ
ロ
ド
ラ
マ
か
ら
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
へ

―
20

世
紀
ア
メ
リ
カ
演
劇
論
』（
東
京
大
学
出
版
会
、2
0
0
1
年
）、Crucible Bodies: Postw

ar Japanese Perform
ance from

 Brecht to the N
ew

 M
illennium

（S
eagull 

P
ress, 2009

）、『「
J
演
劇
」の
場
所

―
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
移
動
性（
モ
ビ
リ
テ
ィ
）へ
』（
東
京
大
学
出
版
会
、2
0
1
6
年
）な
ど
。

Serial Critique
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貫
網
的
モ
ビ
リ
ティ

こ
う
し
た
既
存
の
演
劇
業
界
／
言
説
空
間
か
ら
は
見
え
に
く
い

4

4

4

4

4

実
践
を
、ジ
ャ
ン

ル
／
地
理
／
ア
ク
タ
ー
横
断
的
に
、岸
井
は
実
に
幅
広
く
、前
稿
で「
貫
網
的
」
と

称
し
た
よ
う
な
軌
跡
を
描
き
つ
つ
、展
開
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
で
は
、ネ
ッ
ト

的
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、な
か
で
も
S
N
S
の
浸
透
と
そ
の
事
態
と
の
距
離
感
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

意
識

4

4

が
大
き
く
関
与
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
わ
た
し
は
単
に
と
き

ど
き
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
程
度
だ
が
、全
国
各
地
を
回
り
な
が
ら
、独
自
の
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
つ
く
り
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、そ
れ
で
も
如
実
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
あ

る
地
を
訪
問
す
る
機
会
が
あ
る
と
、た
と
え
ば
読
書
会
の
開
催
や
自
作
戯
曲
の
上

演
を
S
N
S
で
呼
び
か
け
、成
立
す
れ
ば
淡
々
と
実
施
す
る
し
、し
な
け
れ
ば
こ

れ
ま
た
淡
々
と
ス
ル
ー
す
る
、と
い
っ
た
よ
う
な
か
た
ち
で
の
共
在
的
か
つ
リ
ア
ル

4

4

4

4

4

4

4

4

な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
。
そ
う
し
た
動
き
を
積
み
重
ね
る
過
程
で
、岸
井
の
周

囲
に
は
、種
々
雑
多
な
人
た
ち
が
集
ま
る
と
い
う
よ
り
は
、た
だ「
い
る
」「
在
る
」

こ
と
に
な
っ
て
い
る（
こ
と
が
、徐
々
に
、わ
た
し
に
も
見
え
て
き
た

4

4

4

4

4

の
で
あ
る
）。
そ
れ

が
大
き
な
う
ね
り
に
な
る
こ
と
は
な
い
し
、そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
目
指

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
だ
が
、じ
わ
じ
わ
と
、し
み
じ
み
と
、岸
井
が
た
て

る
ノ
イ
ズ
的〈
さ
ざ
波
〉は
、か
か
わ
っ
た
人
の
脳
や
心
や
身
体
に
影
響
を
及
ぼ
す

か
も
し
れ
な
い（
及
ぼ
さ
な
い
か
も
し
れ
な
い
）。

　
　

こ
う
し
た
、
岸
井
の
、
そ
の
動
き
自
体
が
批
評
的
、
そ
れ
も
演
劇
批
評
的

で
あ
る
活
動
の
身
ぶ
り
を
ど
う
評
す
べ
き
だ
ろ
う
か
？ 

ノ
マ
ド
的
？ 

あ
る
い

は
、フ
レ
ド
リ
ッ
ク
・
ジ
ェ
イ
ム
ソ
ン
を
経
由
し
て
、「
善
き
無
名
性
へ
と
向
か
う

運モ

ビ

リ

テ

ィ

動
性
／
移
動
性
」
と
で
も
呼
ぼ
う
か
。
こ
う
し
た
脱
領
域
的
で
ア
ト
ラ
ン
ダ
ム

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
破
片
の
接
合
と
離
散
の
反
復

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う「
貫
網
的
」
運モ

ビ

リ

テ

ィ

動
性
／
移
動
性
が
、岸
井
の

劇
作
家
活
動
を
ひ
ど
く
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

﹇
次
号
に
つ
づ
く
﹈

―――――――――――――――――
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「
舞
台
芸
術
と
し
て
の
伝
統
芸
能vol.2

能
楽『
鷹
姫
』」
は
、お

お
よ
そ
こ
れ
ま
で
の
能
楽
上
演
史
の
な
か
で
、ほ
と
ん
ど
は
じ
め

て
劇
場
空
間
を
本
格
的
に
使
用
し
、か
つ
そ
こ
で
能
楽
を
成
立
さ

せ
た
特
筆
す
べ
き
公
演
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
今
回
の
公
演
の

目
論
見
は
、演
劇
空
間
と
し
て
の
能
舞
台
に
新
た
な
角
度
か
ら
ア

プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
が
、本
公
演
の
大
き
な
特
徴

は
、言
う
ま
で
も
な
く
ド
ッ
ト
ア
ー
キ
テ
ク
ツ
に
よ
る
空
間
設
計
で

あ
っ
た
だ
ろ
う
。

　

今
日
、能
楽
は
能
楽
堂
や
神
社
仏
閣
の
能
舞
台
と
い
っ
た
様
式

化
さ
れ
た
舞
台
だ
け
で
な
く
、し
ば
し
ば
劇
場
に
お
い
て
も
上
演

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
劇
場
能
と
は
言
え
そ
の
ほ
と
ん
ど

の
場
合
は
、舞
台
上
に
所
作
台
な
ど
を
設
置
す
る
こ
と
で
能
舞
台

と
同
様
の
か
た
ち
を
し
た
演
能
エ
リ
ア
が
つ
く
ら
れ
る
に
過
ぎ
な

い
。
も
ち
ろ
ん
、こ
う
し
た
舞
台
で
も
照
明
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
効

果
が
加
え
ら
れ
る
ゆ
え
、通
常
の
能
舞
台
で
の
演
能
と
は
か
な
り

原
瑠
璃
彦

R
urihiko H

ara

枯か
れ
さ
ん
す
い

山
水
と
し
て
の
能
舞
台

R
eview

 1

シ
リ
ー
ズ 

舞
台
芸
術
と
し
て
の
伝
統
芸
能

vo
l.2 

能
楽『
鷹
姫
』

様
相
を
異
に
す
る
こ
と
に
は
な
る
。
が
、し
か
し
、基
本
的
な
能

楽
の
ア
ク
テ
ィ
ン
グ
エ
リ
ア
は
ほ
ぼ
変
わ
る
こ
と
が
な
い
。

　

と
こ
ろ
が
、今
回
の
公
演
は
そ
う
し
た
所
作
台
な
ど
は
一
切
用

い
て
お
ら
ず
、ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都
サ
ウ
ス
ホ
ー
ル
の
舞
台
上
全

体
を
使
用
し
た
演
能
で
あ
っ
た
。
あ
え
て
能
舞
台
の
名
残
を
見

出
す
な
ら
ば
、演
者
の
出
入
り
が
下
手
で
あ
る
こ
と
く
ら
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、下
手
か
ら
の
通
路
に
は
い
く
つ
か
の
段
が
設
け
ら

れ
て
い
た
。
上
手
側
に
は
横
長
の
段
が
築
か
れ
、そ
の
上
は
斜
面

と
な
り
舞
台
背
後
上
方
へ
と
広
が
っ
て
い
た
。
ま
た
、舞
台
の
と
こ

ろ
ど
こ
ろ
に
は
石
と
少
々
の
枯
れ
木
の
作
り
物
が
置
か
れ
、囃
子

方
は
下
手
端
に
上
手
向
き
に
配
置
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ほ
ど
ま
で

に
能
舞
台
の
見
る
影
の
な
い
空
間
で
能
楽
が
上
演
さ
れ
た
こ
と
が

あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
能
面
を
着
す
る
ゆ
え
、ど
の
よ
う
な
特
殊
な

演
能
空
間
で
も
た
い
て
い
舞
台
上
は
フ
ラ
ッ
ト
に
保
た
れ
、柱
が
立

て
ら
れ
る
も
の
だ
が
、そ
う
し
た
慣
習
が
こ
こ
で
は
完
全
に
打
ち

破
ら
れ
て
い
た
。

　

劇
場
空
間
で
能
楽
を
上
演
す
る
際
に
懸
念
さ
れ
る
の
は
、能
楽

師
の
身
体
と
空
間
の
不
均
衡
で
あ
る
。
簡
単
に
言
っ
て
し
ま
え
ば
、

舞
台
上
に
演
者
が
ぽ
つ
ん
と
い
る
よ
う
に
見
え
て
し
ま
う
こ
と
で

あ
る
。
能
舞
台
で
あ
れ
ば
演
者
の
身
体
が
様
式
化
さ
れ
た
舞
台

構
造
そ
の
も
の
と
一
体
と
な
る
こ
と
で
有
し
て
い
た
緊
張
関
係
、そ

こ
そ
が
こ
の
能
の
主
人
公
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ

て
い
た
。

　
『
鷹
姫
』の
登
場
人
物
は
、枯
れ
井
戸
に
湧
く
と
さ
れ
る
不
老

不
死
の「
水
」
を
1
0
0
年
近
く
前
か
ら
求
め
続
け
て
い
る
老
人
、

そ
の「
水
」の
言
い
伝
え
を
聞
き
つ
け
て
新
た
に
や
っ
て
来
た
若
き

王
子
・
空く
う
ふ
り
ん

賦
麟
、そ
し
て
、ず
っ
と
井
戸
を
見
つ
め
て
お
り
、「
水
」

が
湧
く
と
き
に
は
人
間
を
眠
ら
せ
、そ
れ
を
奪
い
去
っ
て
し
ま
う

鷹
姫
で
あ
る
。
老
人
と
空
賦
麟
は「
水
」
を
め
ぐ
っ
て
対
立
す
る

が
、し
か
し
両
者
は
相
反
す
る
存
在
で
は
な
く
、老
人
と
は
空
賦

麟
の
未
来
の
姿
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
今
回
の
演
出
に
お
い
て
、最
後
、

老
人
が
杖
を
空
賦
麟
に
も
た
せ
か
け
る
の
は
、そ
の
こ
と
を
象
徴

し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、彼
ら
を
取
り
巻
く
岩
と
は
、さ
ら
に

そ
の
老
人
の
成
れ
の
果
て
の
姿
で
あ
る
。

　

原
作『
鷹
の
井
戸
』に
お
い
て
、コ
ロ
ス
的
役
割
は
3
人
の
楽
人

に
よ
っ
て
担
わ
れ
て
い
た
。
ま
た
、石
や
岩
は
台
詞
の
な
か
で
情
景

と
し
て
触
れ
ら
れ
る
の
み
で
あ
っ
た
。
だ
が『
鷹
姫
』は
、岩
そ
の
も

の
を
コ
ロ
ス
的
な
地
謡
と
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
岩
が
人

間
や
動
物
と
異
な
り
、ほ
と
ん
ど
時
間
を
超
越
し
て
い
る
か
の
よ

う
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、能
楽
に
お
い
て
、地
謡
が
登

場
人
物
と
同
一
平
面
上
に
座
し
な
が
ら
も
別
次
元
の
存
在
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
重
ね
合
わ
せ
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、こ
の
こ
と
が
今
回
の
公
演
で
は
よ
り
一
層
活
か
さ
れ
て
い

た
よ
う
に
思
う
。

　

岩
た
ち
が
舞
台
全
体
に
バ
ラ
バ
ラ
に
配
置
さ
れ
て
座
っ
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
岩
た
ち
が
、
人
間
の
営
み
を
傍
観
し
な
が
ら
語
り

合
っ
て
い
る
と
い
う
状
況
。
そ
れ
を
見
て
い
て
私
の
頭
に
浮
か
ん
だ

の
は
、こ
の
舞
台
そ
の
も
の
が
ひ
と
つ
の
枯
山
水
の
庭
で
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
た
。

︱

日
本
の
庭
は
、時
代
と
と
も
に
さ
ま
ざ
ま
な
様
式
を
生
み
出
し
な

れ
が
広
い
演
能
空
間
に
移
さ
れ
た
と
き
、一
気
に
失
わ
れ
て
し
ま
う

こ
と
が
し
ば
し
ば
あ
る
。

　

し
か
し
、今
回
の
公
演
は
そ
の
こ
と
を
見
事
に
回
避
し
、濃
密

な
演
能
空
間
が
作
り
出
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
で
は
、

そ
れ
は
な
ぜ
か
。

︱

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
詩
人
・
劇
作
家
の
W・
B
・
イ
ェ
ー
ツ
に
よ
る
戯
曲

『
鷹
の
井
戸
』を
逆
輸
入
す
る
か
た
ち
と
な
っ
た
新
作
能『
鷹
姫
』。

そ
の
新
作
能
と
し
て
は
異
例
と
言
う
べ
き
再
演
頻
度
は
、こ
の
作

品
の
様
々
な
卓
越
し
た
点
ゆ
え
だ
ろ
う
が
、そ
の
ひ
と
つ
に
数
え
ら

れ
る
の
が
、地
謡
を
岩
と
い
う
役
に
し
た
こ
と
で
あ
る
。
通
常
、
1

曲
中
ず
っ
と
同
じ
場
所
に
座
っ
て
謡
う
地
謡
は
、こ
の
能
で
は
面

と
衣
装
を
着
す
だ
け
で
な
く
舞
台
上
を
動
き
、時
に
は
一
人
だ
け

で
謡
う
こ
と
も
あ
れ
ば
、輪
唱
す
る
こ
と
も
あ
る
。
能
の
地
謡
と

ギ
リ
シ
ャ
悲
劇
の
コ
ロ
ス
の
類
似
は
よ
く
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る

が
、こ
こ
で
は
地
謡
に
よ
り
多
く
の
コ
ロ
ス
的
役
割
が
付
与
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、終
演
後
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
語
ら

れ
て
い
た
よ
う
に
、『
鷹
姫
』初
演（
1
9
6
7
年
）で
は
地
謡
と
岩
の

役
は
別
々
に
さ
れ
て
お
り
、幾
度
か
再
演
を
重
ね
て
ゆ
く
な
か
で

両
者
は
一
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
同
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ

ン
で
は
、こ
の
能
に
お
け
る
岩
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
、ま
た
岩

シ
リ
ー
ズ 

舞
台
芸
術
と
し
て
の
伝
統
芸
能vol.2

能
楽『
鷹
姫
』
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シ
リ
ー
ズ 

舞
台
芸
術
と
し
て
の
伝
統
芸
能vol.2

能
楽『
鷹
姫
』

　

つ
ま
り
、石
を
立
て
る
に
あ
た
っ
て
は
、ま
ず「
主
石
」で「
か
ど
」

（
単
に
と
が
っ
て
い
る
部
分
と
い
う
だ
け
で
な
く
、才
能
や
趣
き
と
い
っ
た
意
味
を

持
つ
）の
あ
る
も
の
を
立
て
て
か
ら
、次
の
石
を
、そ
の「
主
石
」の「
こ

は
ん
」に
従
っ
て
、要
す
る
に
、「
主
石
」
が「
乞
」
う
て
い
る
で
あ
ろ

う
よ
う
に
立
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
、石
が
他
の
石
を
呼
ん
で
い
る
と
い
う
思
想
、さ
ら
に
は
、作
庭

家
が
石
の
意
志
を
う
か
が
う
と
い
う
思
想
が
明
文
化
さ
れ
て
い

る
。
日
本
の
庭
は
、こ
う
し
た
石
た
ち
の
対
話
的
な
声
が
集
積
し

た
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
、言
わ
ば
、石
た
ち
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
を
骨
格
と

し
て
い
る
。
そ
し
て
、そ
の
こ
と
を
も
っ
と
も
シ
ン
プ
ル
に
見
て
取

る
こ
と
が
で
き
る
の
が
、白
砂
と
石
だ
け
を
用
い
る
枯
山
水
庭
園

で
あ
る
。

︱

今
回
、劇
場
空
間
に
お
い
て
緊
張
関
係
を
保
っ
た
能
楽
を
成
立
さ

せ
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、舞
台
上
に
、こ
う
し
た
地
謡
と
し
て
の

岩
た
ち
の
対
話
的
な
関
係
、岩
た
ち
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
が
成
立
し
て

い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、三
間
四
方
の
仕
切

り
も
柱
も
何
も
な
い
舞
台
が
、能
楽
師
の
身
体
に
よ
る
文
字
通
り

の
枯
山
水
の
庭
と
な
る
こ
と
で
、そ
れ
は
能
楽
を
演
ず
る
に
ふ
さ

が
ら
発
展
し
て
き
た
。
だ
が
、い
ず
れ
も
石
を
骨
格
と
し
て
い
る

こ
と
、そ
し
て
海
辺
を
表
象
す
る
こ
と
に
重
き
を
置
い
て
い
る
点

に
関
し
て
は
一
貫
し
て
い
る
。
古
来
、庭
に
は
必
ず
水
が
引
き
入

れ
ら
れ
池
が
つ
く
ら
れ
た
が
、そ
れ
は
海
に
見
立
て
ら
れ
る
も
の

で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、ち
ょ
う
ど
能
楽
が
大
成
さ
れ
る
の
と
近
い

頃
、「
水
」を
用
い
ず
に「
水
」を
表
象
し
よ
う
と
す
る
庭
が
生
ま
れ

た
。
枯
山
水
庭
園
で
あ
る
。
そ
の
代
表
例
が
、京
都
・
大
徳
寺
大

仙
院
や
龍
安
寺
の
石
庭
で
あ
る
。
白
砂
が
敷
か
れ
、石
だ
け
が
立

て
ら
れ
た
庭
。
そ
こ
に「
水
」は
な
く「
枯
」れ
て
い
る
が
、し
か
し
、

そ
の
庭
で
は「
水
」を
想
い
起
こ
す
こ
と
が
目
論
ま
れ
て
い
る
。

　

枯
山
水
と
し
て
の
舞
台
。
こ
れ
は
、『
鷹
姫
』が
、そ
し
て
そ
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
の『
鷹
の
井
戸
』が
、「
枯
」れ
た
井
戸
に「
水
」
を
求
め
る

こ
と
を
主
軸
に
し
て
い
る
こ
と
と
重
な
り
合
っ
て
く
る
。
で
は
、岩

が
語
る
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
の
庭
が
石
を
根
幹
と
す
る
背
景
に
は
、岩
石
へ
の
古
代
信

仰
が
あ
る
。
い
ま
で
こ
そ
神
社
と
い
え
ば
社
殿
な
ど
の
建
築
が
イ

メ
ー
ジ
さ
れ
が
ち
だ
が
、そ
の
起
源
は
自
然
的
要
素
に
あ
る
こ
と

が
多
く
、そ
の
代
表
的
な
も
の
が
磐い
わ
く
ら座

や
磐い

わ
さ
か境

と
言
わ
れ
る
岩
石

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
石
に
は
神
霊
が
宿
る
と
さ
れ
、石
自
体
が
信

仰
の
対
象
と
さ
れ
た
。

　

こ
う
し
た
石
に
ま
つ
わ
る
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
思
想
は
、作
庭
の
世

界
に
も
生
き
て
い
る
。
11
世
紀
後
半
こ
ろ
に
橘

た
ち
ば
な
の
と
し
つ
な

俊
綱
が
編
ん
だ
と

さ
れ
る
現
存
最
古
の
作
庭
書『
作
庭
記
』は
、「
石
を
た
て
ん
事
、

ま
づ
大
旨
を
こ
ゝ
ろ
ふ
べ
き
也
」
と
い
う
一
文
か
ら
は
じ
ま
る
が
、こ

の
書
物
は
全
編
に
わ
た
り
作
庭
の
根
幹
を「
石
を
立
て
る
」こ
と

に
置
き
そ
の
メ
ソ
ッ
ド
に
つ
い
て
説
い
て
い
る
。
そ
の
な
か
で
興
味
深

い
の
は
、以
下
の
一
節
で
あ
る
。

石
を
た
て
ん
に
ハ
、ま
づ
お
も
石
の
か
ど
あ
る
を
ひ
と
つ
立
お
ゝ
せ

て
、次
々
の
い
し
を
バ
、そ
の
石
の
こ
は
ん
に
し
た
が
ひ
て
立
べ
き
也
。

わ
し
い
場
に
な
り
得
た
の
だ
と
。
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
い
て
片
山

九
郎
右
衛
門
は
、普
段
い
か
に
能
舞
台
と
い
う
も
の
に
守
ら
れ
て

い
る
か
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
た
が
、そ
の
庇
護
の
な
い
今
回
の

劇
場
舞
台
で
は
、岩
を
つ
と
め
る
能
楽
師
の
身
体
そ
の
も
の
に
よ
っ

て
、老
人
、空
賦
麟
、鷹
姫
と
い
っ
た
立
方
を
支
え
る
こ
と
に
成
功

し
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

庭
の
石
と
、能
楽
師
の
身
体
も
あ
な
が
ち
無
関
係
で
は
な
い
。

能
楽
の
原
点
に
位
置
付
け
ら
れ
、「
能
に
し
て
能
に
あ
ら
ず
」と
言

わ
れ
る「
翁お
き
な」。
た
だ
の
老
人
で
あ
り
な
が
ら
、
神
で
も
あ
れ
ば
、

ま
た
仏
で
も
あ
る
と
い
う
そ
の
存
在
は
多
く
の
問
題
を
孕
ん
で
い

る
が
、「
翁
」
は
シ
ャ
ク
ジ
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
日
本
各
地
に
伝
わ

る
古
層
の
精
霊
と
関
係
深
い
と
言
わ
れ
て
い
る（
服
部
幸
雄『
宿
神

論
』ほ
か
）。
そ
れ
は「
宿し

ゅ
く
じ
ん神」「

守す
く
う
じ
ん

宮
神
」「
石し

ゃ
く
じ
ん神」な

ど
と
記
さ
れ
る

が
、「
石
神
」
と
い
う
呼
称
か
ら
も
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、信
仰
の

対
象
と
し
て
の
石
に
形
象
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
。
境
界
に

置
か
れ
る
石
の
道
祖
神
な
ど
も
こ
の
類
型
で
あ
る
。「
翁
」は
、こ

う
し
た
石
の
精
霊
と
通
底
し
て
い
る
。

　

も
う
ひ
と
つ
思
い
起
こ
し
て
お
き
た
い
の
が
、ケ
ル
ト
と
の
関
係

で
あ
る
。
ユ
ー
ラ
シ
ア
の
極
東
の
島
国
で
あ
る
日
本
と
、ち
ょ
う
ど

そ
の
反
対
側
に
位
置
す
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
。
そ
の
両
者
の
文
化
に

響
き
合
う
も
の
が
多
い
こ
と
は
し
ば
し
ば
説
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
が
、ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
ケ
ル
ト
文
化
に
お
い
て
も
石
の
信
仰
は
盛

ん
で
あ
り
、各
所
に
立
石
の
遺
構
や
、石
が
喋
る
と
い
う
よ
う
な

伝
説
が
残
さ
れ
て
い
る（
加
え
て
お
く
と
、イ
ェ
ー
ツ
は
ケ
ル
ト
神
話
の
収
集

も
お
こ
な
っ
て
い
た
。
そ
も
そ
も
ク
ー
フ
リ
ン（
空
賦
麟
）と
は
ケ
ル
ト
神
話
最
大

の
英
雄
の
名
で
あ
る
）。

　

こ
こ
で
、『
鷹
の
井
戸
』が『
鷹
姫
』に
翻
案
さ
れ
る
に
あ
た
り
、

岩
と
い
う
役
が
設
け
ら
れ
た
こ
と
の
意
義
が
改
め
て
見
直
さ
れ

る
。
こ
の
こ
と
は
、『
鷹
の
井
戸
』に
潜
ん
で
い
た
ケ
ル
ト
と
日
本
の

通
底
性
を
よ
り
強
く
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ

れ
は
、イ
ェ
ー
ツ
が
極
東
の
島
国
の
能
の
テ
キ
ス
ト
に
触
発
さ
れ
て

『
鷹
の
井
戸
』を
書
い
た
こ
と
に
対
す
る
卓
抜
な
返
答
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、そ
の
意
義
が
、今
回
の
上
演
で
は
よ
り
一
層
活
か
さ
れ
て

い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

︱

枯
山
水
と
し
て
の
能
舞
台
に「
水
」が
湧
く
と
き
。
こ
の
シ
ー
ン
こ

そ
が『
鷹
姫
』一
番
の
見
ど
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
鷹
姫
は
老
人
を
眠
ら

せ
、ま
た
立
ち
向
か
っ
て
く
る
空
賦
麟
を
も
軽
や
か
に
か
わ
し
眠

り
に
落
と
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、岩
た
ち
に
よ
る
「
あ
た
さ
ら
さ

ま
ら 

き
き
り
さ
や
」と
い
う
謎
の
呪
文

︱
こ
れ
は「
翁
」
冒
頭
の

謎
の
文
句「
と
う
と
う
た
ら
り
た
ら
り
ら
」を
意
識
し
た
も
の
な
の

だ
ろ
う
か
？

︱
の
輪
唱
が「
水
」の
湧
く
予
兆
と
な
り
、鷹
姫
は

舞
台
正
面
手
前
で
そ
れ
を
汲
む
。
湧
く「
水
」は
、能「
石
し
ゃ
っ
き
ょ
う

橋
」で

獅
子
の
登
場
に
先
立
っ
て
演
奏
さ
れ
る「
露つ
ゆ
の
て

ノ
手
」に
似
た
囃
子
に

よ
っ
て
表
象
さ
れ
る（
こ
の
囃
子
の
音
に
よ
っ
て「
水
」
を
想
起
さ
せ
る
こ
と
こ

そ
が
肝
で
あ
る
の
で
、今
回
そ
の
直
前
の
場
面
で
使
わ
れ
て
い
た「
水
」の
効
果
音

は
不
要
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
）。「
水
」
を
汲
ん
だ
鷹
姫
は
狂
喜
す
る
よ
う

に
し
て
す
ば
や
い
舞
を
舞
う
。
片
山
九
郎
右
衛
門
に
よ
る
そ
の
鮮

や
か
な
舞
は
恐
ろ
し
い
ほ
ど
の
美
し
さ
に
満
ち
、鷹
姫
と
い
う
存

Review 1Review 1
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近
代
の
伝
統

―
平
成
最
後
の
都
を
ど
り

南
座
新
開
場
記
念 

都
を
ど
り

南

座
の

都

を

ど

り

︱

「
都
を
ど
り
は
よ
ー
い
や
さ
ー
！
」の
掛
け
声
と
と
も
に
、京
都
の

春
の
風
物
詩
で
あ
る
都
を
ど
り
は
幕
を
上
げ
る
。
耐
震
対
策
の

た
め
休
館
中
の
祇
園
甲
部
歌
舞
練
場
に
代
わ
っ
て
、今
年
の
会
場

は
、都
を
ど
り
の
戦
後
復
活
上
演
以
来
67
年
ぶ
り
に
京
都
・
南
座

と
な
っ
た
。
南
座
の
開
場
記
念
と
も
合
わ
さ
っ
て
、平
成
を
締
め
く

く
る
4
月
の
都
を
ど
り
は
連
日
満
員
、
1
日
3
回
公
演
で
、
27
日

間
の
ロ
ン
グ
ラ
ン
と
い
う
大
賑
わ
い
だ
っ
た
。
赤
い
絨
毯
が
敷
か
れ
、

赤
提
灯
が
つ
ら
れ
た
南
座
は
、す
で
に
別
世
界
。
出
雲
の
阿
国
像

の
目
の
前
に
た
つ
、櫓
を
構
え
た
劇
場
で
あ
る
南
座
で
見
る
都
を

ど
り
も
、こ
れ
ま
た
よ
い
。
お
ま
け
に
南
座
は
、客
席
と
舞
台
の
距

離
が
他
の
芝
居
小
屋
に
比
べ
て
近
く
、ご
贔
屓
の
舞
妓
さ
ん
芸
妓

さ
ん
た
ち
に
、手
が
届
き
そ
う
な
勢
い
で
あ
る
。

　

今
回
上
演
さ
れ
た『
御み
よ
は
じ
め
か
ぶ
き
の
い
ろ
ど
り

代
始
歌
舞
伎
彩
』は
全
八
景
。
置
歌
か

ら
始
ま
り
、京
都
恵
美
須
神
社
、法
住
寺
か
ら
、四
条
河
原
、わ

ら
し
べ
長
者
の
シ
ー
ン
を
挟
ん
で
、桂
離
宮
、祇
園
茶
屋
へ
と
舞
い

進
み
、桜
満
開
の
大
覚
寺
で
フ
ィ
ナ
ー
レ
を
迎
え
る
。
置
歌
で
は
、

銀
襖
か
ら
、
手
に
柳
と
桜
の
団
扇
を
も
っ
た
芸
舞
妓
連
中
16
人

が
、揃
い
の
雪
輪
文
様
や
草
花
が
散
る
藍
色
の
着
物
に
、打
ち
出

の
小
槌
と
分
銅
の
柄
の
赤
い
帯
で
登
場
。
華
や
か
な
こ
と
こ
の
上

な
い
。
毎
年
変
わ
ら
ぬ
、こ
の
揃
い
の
着
物
で
舞
う
都
を
ど
り
の
総

を
ど
り
。
こ
の
爽
や
か
な
舞
を
見
て
、か
つ
て
舞
妓
に
な
り
た
い
と

憧
れ
た
自
分
を
思
い
出
し
た
。

　

都
を
ど
り
で
は
、こ
の
総
を
ど
り
を
基
調
に
し
て
、別
踊
と
い

わ
れ
る
少
人
数
の
舞
い
手
に
よ
る
趣
の
異
な
る
場
面
が
挿
入
さ
れ

る
。
第
二
景
は
、大
和
大
路
の
西
側
に
あ
る
恵
美
須
神
社
が
舞
台

と
な
り
、年
初
め
の
ゑ
び
す
大
祭
に
ち
な
ん
で
、福
笹
を
持
っ
た
芸

舞
妓
が
登
場
す
る
。
か
わ
っ
て
第
三
景
の
法
成
寺
殿
で
は
、時
代

が
ぐ
ん
と
遡
り
、 

今
か
ら
8
5
0
年
前
に『
梁
塵
秘
抄
』を
編
纂

し
た
後
白
河
上
皇
に
ま
つ
わ
る
今
様
合
の
情
景
が
描
か
れ
る
。
平

安
の
男
性
貴
族
に
よ
る
当
時
の
集
ま
り
を
、こ
こ
で
は
白
拍
子
の

姉
妹
や
遊
女
に
移
し
替
え
、雅
や
か
に
魅
せ
て
い
く
。
袿
や
袴
、中

啓
を
用
い
て
の
舞
は
、腰
の
入
れ
方
や
手
の
返
し
方
な
ど
が
異
な
っ

て
、こ
れ
ま
た
風
流
で
あ
る
。

　

第
四
景
の
四
条
河
原
阿
国
舞
で
は
、歌
舞
伎
の
始
祖
と
さ
れ
る

出
雲
の
阿
国
と
名
古
屋
山
三
が
、洛
中
洛
外
図
屏
風
を
背
景
に
、

セ
リ
上
が
り
で
登
場
す
る
。
こ
の
場
面
は「
国
女
歌
舞
妓
絵
詞
」

に
基
づ
い
て
、名
古
屋
山
三
の
亡
霊
が
登
場
し
、阿
国
と
歌
舞
伎

踊
り
を
踊
る
趣
向
だ
が
、こ
の
京
都
四
条
河
原
と
い
う
土
地
の
記

憶
も
蘇
っ
て
く
る
よ
う
で
あ
っ
た
。

　

井
上
流
は
、能
楽
界
と
の
関
係
が
深
か
っ
た
た
め
に
、こ
れ
ま

で
歌
舞
伎
と
の
接
点
を
強
調
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
だ
が
近

年
、井
上
流
も
江
戸
後
期
の
上
方
歌
舞
伎
の
影
響
を
受
け
て
い

た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
は
そ
の
歌
舞
伎
も
、都
を

提
供
＝
祇
園
甲
部
歌
舞
会
｜
撮
影
＝
ハ
ヤ
シ
フ
ォ
ー
ト

ど
り
同
様
、女
性
に
よ
る
歌
舞
で
あ
っ
た
。
1
6
0
3
年
に
歌
舞

伎
の
始
祖
と
記
さ
れ
た
出
雲
の
阿
国
は
、流
行
の
奇
抜
な
男
装

を
し
て
茶
屋
通
い
の
風
俗
を
見
せ
、大
評
判
に
な
っ
た
。
そ
の
阿

国
に
よ
る「
か
ぶ
き
躍
」
は
女
性
に
よ
る
歌
舞
で
あ
り
、
現
在
の

歌
舞
伎
の
形
式
は
、
女
歌
舞
伎
が
禁
止
さ
れ
て
以
降
、
野
郎
歌
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0
1
9
年
2
月
3
日（
日
）

ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都 

サ
ウ
ス
ホ
ー
ル

―原
作
：
W
・
B
・ 

イ
ェ
ー
ツ

能
本
作
者
：
横
道
萬
里
雄

曲
節
作
者
：
観
世
寿
夫

演
出
：
観
世
銕
之
丞

出
演
： 〈
鷹
姫
〉片
山
九
郎
右
衛
門
／〈
老
人
〉観
世
銕
之
丞
／

〈
空
賦
麟
〉宝
生
欣
哉
／〈
岩
〉浅
井
文
義
、河
村
和
重
、味
方
玄
、浦
田
保
親
、

吉
浪
壽
晃
、片
山
伸
吾
、分
林
道
治
、大
江
信
行
、深
野
貴
彦
、

宮
本
茂
樹
、観
世
淳
夫
／〈
囃
子
方
〉笛
：
竹
市
学
／
小
鼓：吉
阪
一
郎
／

大
鼓
：
河
村
大
／
太
鼓
：
前
川
光
範
／〈
後
見
〉林
宗
一
郎

―伝
統
芸
能
の
継
承
と
創
造
を
目
指
す
シ
リ
ー
ズ
「
舞
台
芸
術
と
し
て
の

伝
統
芸
能
」。
今
回
は「
能
」
を
テ
ー
マ
に「
鷹
姫
」
を
舞
台
芸
術
バ
ー
ジ
ョ

ン
と
し
て
上
演
。『
鷹
姫
』は
、ア
イ
ル
ラ
ン
ド
出
身
で
ノ
ー
ベ
ル
賞
作
家

の 

W
・
B
・ 

イ
ェ
ー
ツ
の
舞
踊
劇『
鷹
の
井
戸
』が
原
作
。

P
rofile

は
ら
・
る
り
ひ
こ

1
9
8
8
年
生
。
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
。
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
博
士
課
程
単
位
取
得
満
期
退
学
。
専
門
は
日
本
の
庭
園
、能
・
狂
言
。
共
著
に『P

rom
ise P

ark

』（W
orkroom

 P
ress

、2017

）。
野

村
萬
斎
＋
坂
本
龍
一＋
高
谷
史
郎「LIF

E
-W

E
LL

」（
2
0
1
3
）等
で
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
を
担
当
。

在
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
っ
た
。
最
後
に
鷹
姫
は
、わ
ざ
わ
ざ
空

賦
麟
を
起
こ
し
て
か
ら
、人
間
を
嘲
る
よ
う
に
し
て
去
っ
て
ゆ
く
。

こ
こ
で
、鷹
姫
は
前
半
ず
っ
と
微
動
だ
に
せ
ず
座
し
て
い
た
舞
台

上
手
の
段
に
飛
び
乗
り
、背
後
の
斜
面
を
駆
け
上
が
っ
て
ゆ
く
。

演
能
空
間
に
垂
直
の
方
向
性
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
は
き
わ
め
て
稀

だ
が
、こ
の
演
出
は
、鷹
姫
が「
鳥
」
的
な
存
在
で
あ
り
、空
賦
麟

や
老
人
と
いっ
た
地
上
の
人
間
た
ち
、さ
ら
に
は
岩
と
い
う
大
地
的

な
も
の
と
は
異
な
る
世
界
に
住
す
る
こ
と
を
際
立
た
せ
て
い
た
。

続
く
幽
鬼
と
化
し
た
老
人
の
シ
ー
ン
は
、原
作
に
は
な
い『
鷹
姫
』

独
自
の
も
の
だ
が
、観
世
銕
之
丞
は
そ
の
重
厚
な
芸
に
よ
っ
て
、人

間
の
普
遍
的
な
苦
し
み
を
代
弁
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
た
よ
う

に
思
う
。

　

不
老
不
死
を
約
束
す
る「
水
」が
湧
く
も
の
の
、そ
の
度
に
鷹
姫

が
持
ち
去
り
、決
し
て
人
間
は
得
ら
れ
な
い
で
い
る
こ
と
。
そ
し

て
、そ
れ
が
永
劫
に
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
。
こ
の
一
見
シ
ン
プ
ル
で
、

悪
夢
の
よ
う
な
物
語
は
、人
間
と
い
う
存
在
の
寓
話
劇
と
し
て
深

く
響
く
。
そ
し
て
、こ
れ
ら
の
一
部
始
終
を
岩
た
ち
は
ず
っ
と
傍
観

し
、語
り
続
け
て
い
る

︱
。

　

本
公
演
に
先
立
ち
私
は
、『
鷹
姫
』は
初
演
以
降
、つ
ね
に
能

楽
が
新
し
い
実
験
に
挑
戦
す
る
に
あ
た
っ
て
良
き
よ
す
が
で
あ
り

続
け
て
き
た
よ
う
に
思
う
と
書
い
た（
拙
稿「
来
る
べ
き
演
能
空
間
を

め
ぐ
っ
て
」『
ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都 
自
主
事
業
ラ
イ
ン
ア
ッ
プ
｜
二
〇
一
八
年
十
月

－ 

二
〇
一
九
年
三
月
』）。
今
回
、能
楽
は『
鷹
姫
』に
よ
っ
て
、演
能
空
間

の
新
し
い
可
能
性
、能
舞
台
と
い
う
枠
組
み
を
逸
脱
す
る
可
能
性

を
開
く
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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舞
伎
で
よ
り
演
劇
的
な
演
目
が
目
指
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

の
こ
と
で
あ
る
。

　

第
五
景
で
は
、
わ
ら
し
べ
長
者
の
話
が
今
昔
物
語
集
か
ら
翻

案
さ
れ
、こ
こ
で
は
浄
瑠
璃
で
語
ら
れ
る
。
長
唄
が
続
い
て
い
た

こ
れ
ま
で
の
場
面
と
は
少
し
趣
を
変
え
て
、わ
ら
し
べ
を
交
換
し

て
富
と
幸
せ
を
手
に
い
れ
た
貧
し
い
青
年
の
話
が
、ユ
ー
モ
ア
あ

ふ
れ
る
舞
踊
劇
に
仕
立
て
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
後
、
桂
離
宮
で
の

紅
葉
狩
り
に
続
き
、
祇
園
茶
屋
で
の
雪
景
色
を
見
せ
る
。
京
の

時
空
を
横
断
す
る
だ
け
で
な
く
、
都
を
ど
り
は
1
年
の
四
季
の

移
り
変
わ
り
も
見
せ
て
い
く
。
こ
の
祇
園
茶
屋
の
長
唄
に
は
、
12

月
の
歌
舞
伎
の
演
目
で
あ
る「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」の
世
界
を

取
り
入
れ
て
、一
力
茶
屋
の
座
敷
を
模
し
た
背
景
で
、
芸
妓
や
舞

妓
達
が
お
座
敷
に
出
る
様
子
を
舞
台
で
再
現
す
る
。「
伝
え
聞

く
忠
臣
蔵
の
物
語
、一
力
茶
屋
の
手
鏡
に
、
映
る
は
大
事
の
誓
ひ

文
」。
芸
者
お
軽
が
、
由
良
助
の
手
紙
を
、
茶
屋
の
2
階
か
ら
手

鏡
で
盗
み
読
み
す
る
、
あ
の
シ
ー
ン
で
あ
る
。
フ
ィ
ナ
ー
レ
の
大

覚
寺
は
、
桜
の
花
盛
り
。
幕
開
き
で
の
芸
舞
妓
の
総
を
ど
り
と

別
踊
が
、こ
こ
で
ま
た
盛
り
上
が
る
。
お
い
ど（
腰
）を
下
ろ
し
、つ

ま
先
を
立
て
、
踵
を
少
し
あ
げ
る
井
上
流
独
特
の
歩
み
が
、
可

愛
ら
し
い
。

︱

近

代

と

都

を

ど

り

︱

都
を
ど
り
は
、日
本
の
近
代
化
と
と
も
に
語
ら
れ
る 

。
都
を
ど

り
は
も
と
も
と
、1
8
7
2
年（
明
治
5
年
）に
京
都
博
覧
会
に
付
随

し
て
催
さ
れ
た
も
の
だ
が
、そ
こ
に
は
遠
藤
保
子
が
述
べ
る
よ
う

に（
遠
藤
保
子『
三
世
井
上
八
千
代

︱
京
舞
井
上
流
家
元
・
祇
園
の
女
風
土

記
』）京
都
イ
ズ
ム
と
欧
米
に
対
す
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
背
景
に

あ
っ
た
。
明
治
維
新
は
伝
統
的
な
公
家
や
僧
侶
、人
び
と
の
生
活

に
大
き
な
変
化
を
与
え
た
。
そ
し
て
、東
京
遷
都
後
、失
望
と
落

提
供
＝
祇
園
甲
部
歌
舞
会
｜
撮
影
＝
ハ
ヤ
シ
フ
ォ
ー
ト

胆
の
中
に
あ
っ
た
人
び
と
に
、京
都
の
新
し
い
近
代
化
と
再
開
発

を
目
指
し
て
催
さ
れ
た
の
が
、こ
の
京
都
博
覧
会
で
あ
っ
た
。
都
を

ど
り
こ
そ
、京
都
文
化
の
再
興
で
あ
り
、新
し
い
時
代
の
象
徴
で

あ
っ
た
。
そ
こ
に
、今
も
続
く
、権
力
や
時
代
に
流
さ
れ
な
い
批
判

精
神
と
、伝
統
と
革
新
の
双
方
向
性
、そ
し
て
京
都
独
自
の
価
値

観
が
息
づ
い
て
い
る
。

　

こ
の
都
を
ど
り
の
創
設
時
に
、当
時
ま
だ
30
代
半
ば
の
井
上
流

家
元
、三
世
井
上
八
千
代
が
振
付
を
任
さ
れ
た
こ
と
が
、そ
の
後

の
井
上
流
の
運
命
を
決
定
付
け
た
と
言
わ
れ
る
。
祇
園
と
い
う

土
地
を
離
れ
な
い
こ
と
を
約
束
し
て
引
き
受
け
た
こ
の
都
を
ど
り

に
よ
っ
て
、井
上
流
は
他
の
流
派
を
お
さ
え
て
、そ
れ
以
後
の
祇
園

の
覇
権
を
取
る
こ
と
に
な
る
。
現
在
に
至
っ
て
も
、五
世
八
千
代
は

結
婚
後
も
活
動
拠
点
を
京
都
に
置
き
、京
都
の
躍
進
に
尽
力
し
つ

づ
け
て
い
る（
光
森
忠
勝『
伝
統
芸
能
に
学
ぶ

︱
躾
と
父
親
』）。

　

井
上
流
で
は
、舞
さ
ら
え
な
ど
不
特
定
の
観
客
に
向
け
た
舞
台

で
の
興
行
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、正
式
に
は
、そ
れ
ま
で

女
性
が
公
衆
の
面
前
で
舞
い
、踊
る
こ
と
は
禁
止
さ
れ
て
い
た
。
そ

の
た
め
、政
府
の
要
請
に
よ
る
都
を
ど
り
の
開
催
は
、日
本
の
近

代
化
の
要
件
で
あ
る
女
性
解
放
を
実
現
し
、祇
園
に
お
け
る
教

育
機
関
で
あ
る
女
紅
場
の
設
立
を
通
し
て
女
子
教
育
に
貢
献
し

た
と
も
語
ら
れ
て
い
る
。
明
治
維
新
後
の
目
ま
ぐ
る
し
い
社
会
の

変
化
と
と
も
に
、ふ
た
つ
の
大
戦
を
挟
む
1
4
0
余
年
に
わ
た
っ
て
、

こ
の
都
を
ど
り
は
継
承
さ
れ
て
き
た
。

　

抑
制
さ
れ
た
身
体
の
角
度
に
、禁
欲
的
な
ま
で
に
シ
ン
プ
ル
で

研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
舞
の
振
り
。
芸
舞
妓
た
ち
の
装
う
衣
装
の
し
だ

れ
桜
の
文
様
と
と
も
に
、こ
の
都
を
ど
り
の
総
を
ど
り
の
ス
タ
イ
ル

は
、1
8
7
2
年
の
初
演
か
ら
変
わ
ら
な
い
と
い
う
。
こ
の
レ
ヴ
ュ
ー

形
式
に
も
似
た
総
を
ど
り
の
ア
イ
デ
ア
は
、伊
勢
音
頭
や
亀
の
子

踊
り
か
ら
取
り
入
れ
た
な
ど
諸
説
あ
る
が
、初
演
当
時
は
新
し
い

舞
踊
形
式
で
あ
っ
た
。
か
つ
て
公
家
の
御
殿
で
舞
わ
れ
た
位
の
高

い
井
上
流
の
舞
は
、初
世
や
二
世
、三
世
八
千
代
に
よ
っ
て
、金
剛

流
や
観
世
流
の
能
や
人
形
浄
瑠
璃
の
型
を
取
り
入
れ
た
と
言
わ

れ
て
い
る
。
歌
舞
伎
舞
踊
を
見
慣
れ
た
視
点
か
ら
は
、動
き
の
流

れ
を
分
断
す
る
こ
の
京
舞
の
直
線
的
な
振
り
が
、時
に
機
械
的

に
映
る
瞬
間
が
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
ま
た
、か
つ
て
能
や
人
形
か

ら
こ
の
舞
が
生
ま
れ
て
き
た
、そ
の
歴
史
が
立
ち
上
が
る
瞬
間
と

も
な
る
。

　

井
上
流
の
動
き
そ
の
も
の
は
、時
に
超
人
形
の
よ
う
に
硬
く
、

強
い
。
た
だ
そ
の
硬
い
振
り
が
、舞
い
手
で
あ
る
女
性
の
身
体
に

よ
っ
て
中
和
さ
れ
、
絶
妙
に
融
合
さ
れ
た
時
、
舞
は
そ
の
身
体
の

限
界
を
超
越
し
て
い
く
。
井
上
流
を
、
女
性
が
教
え
る
女
性
に

よ
る
独
自
の
流
派
に
し
て
い
る
の
は
、こ
の
動
き
の
特
質
に
よ
る
の

で
あ
る
。

︱

〈

老
い
〉
と

舞

︱

都
を
ど
り
を
支
え
る
も
う
ひ
と
つ
の
要
因
に
、花
街
の
座
敷
舞
と

し
て
の
井
上
流
の
側
面
が
あ
る
。
舞
台
で
の
総
を
ど
り
と
は
対

照
的
に
、座
敷
で
の
独
り
舞
は
、畳
一
帖
に
扇
が
あ
れ
ば
す
べ
て
こ

な
せ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、こ
の
主
に
ソ
ロ
形
式
の
舞

は
、
限
り
な
く
静
止
に
近
づ
く
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
動
か

な
い
よ
う
に
し
て
舞
う
こ
と
、
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
に
は
、
当
代
一の
名
人
と
さ
れ
た
四
世
八
千
代
の
晩
年
で
の
、

そ
の
身
体
に
限
り
な
い
動
き
を
孕
ん
だ
舞
姿
が
重
な
る
。
こ
の
動

か
な
い
方
向
性
の
舞
は
、〈
老
い
〉と
い
う
価
値
に
結
び
つ
く
。
五

世
八
千
代
は
こ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
舞
の
場
合
に
は
あ
り
が

た
い
こ
と
に
年
齢
を
加
え
て
も
舞
え
る
も
の
、そ
う
や
な
い
と
舞

え
ん
も
の
が
あ
り
ま
す
」（
赤
井
達
郎
編『
工
芸
と
芸
苑

︱
は
ん
な
り

Review 2Review 2
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南
座
新
開
場
記
念 

都
を
ど
り

―2
0
1
9
年
4
月
1
日（
月
）–

27
日（
土
）｜
南
座

―都
を
ど
り
は
、京
都
最
大
の
花
街
・
祇
園
甲
部
の
芸
妓
・
舞
妓
に
よ
る
舞

踊
公
演
。
芸
妓
・
舞
妓
の
群
舞
と
い
う
特
徴
を
も
つ
舞
台
が
、毎
年
4
月

1
日
か
ら
約
1
ヶ
月
間
の
ロ
ン
グ
ラ
ン
で
開
催
さ
れ
る
。
明
治
5
年
に
創

案
・
初
演
さ
れ
、以
来
1
4
0
年
を
超
え
る
歴
史
を
持
つ
。

P
rofile

な
か
じ
ま
・
な
な
こ

ダ
ン
ス
研
究
者
、ダ
ン
ス
ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
。博
士（
舞
踊
学
）。ド
ラ
マ
ト
ゥ
ル
ク
と
し
て
国
内
外
で
活
躍
し
、2
0
1
7
年
北
米
ド
ラ
マ
ト
ゥ

ル
ク
協
会
エ
リ
オ
ッ
ト
ヘ
イ
ズ
賞
特
別
賞
受
賞
。
老
い
と
踊
り
の
研
究
も
並
行
し
て
進
め
、近
作
に「
イ
ヴ
ォ
ン
ヌ
・
レ
イ
ナ
ー
を
巡
る
パ

フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
・
エ
ク
シ
ビ
ジ
ョ
ン
」（
京
都
・
春
秋
座
2
0
1
7
）、老
い
た
革
命
バ
レ
エ
ダ
ン
サ
ー
の
新
作（
演
出
・
振
付
メ
ン
フ
ァ
ン
・
ワ
ン
、烏

鎮
演
劇
祭
2
0
1
9
）が
あ
る
。
近
著
に『
老
い
と
踊
り
』（
共
編 

外
山
紀
久
子
、勁
草
書
房
、2
0
1
9
）。
現
在
は
ベ
ル
リ
ン
自
由
大
学
ヴ
ァ
レ
ス

カ
・
ゲ
ル
ト
記
念
招
聘
教
授
2
0
1
9
／
2
0
。

と
粋
の
美
』）。

　
〈
老
い
〉は
、日
本
の
舞
踊
に
お
い
て
、
独
自
の
美
意
識
を
形
づ

く
っ
て
い
る
。
日
々
の
経
験
を
通
し
た
舞
踊
家
の
人
格
の
成
熟
が
、

芸
の
向
上
と
切
り
離
せ
な
い
。
そ
れ
は
強
靭
な
体
力
や
ス
タ
ミ
ナ
、

若
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
見
せ
る
欧
米
の
舞
踊
と
は
、大
き
く
異
な
っ
て

い
る
。
米
国
モ
ダ
ン
ダ
ン
ス
の
開
拓
者
で
あ
る
ル
ー
ス
・
セ
ン
ト
・
デ
ニ

ス
は
、来
日
の
際
に
都
を
ど
り
を
見
て
、既
に
88
歳
で
あ
っ
た
三
世

八
千
代
の
舞
を
賞
賛
す
る
若
い
舞
妓
、芸
妓
た
ち
の
様
子
に
、感

激
を
隠
せ
な
か
っ
た
。〈
老
い
〉と
と
も
に
舞
も
成
熟
す
る

︱
。

こ
の
都
を
ど
り
で
の
出
来
事
を
受
け
、デ
ニ
ス
は
米
国
に
帰
国
し

て
か
ら
も
、高
齢
ま
で
踊
り
続
け
た
と
い
う
。

　

井
上
流
は
弟
子
の
大
半
が
舞
妓
や
芸
妓
達
で
あ
る
が
、彼
女
ら

が
舞
の
師
範
に
な
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
の
た
め
、井
上
流
の
舞
を

習
う
も
の
は
大
方
、家
元
に
直
接
教
え
を
受
け
る
。
加
え
て
、世

襲
制
に
限
ら
な
い
継
承
で
流
派
を
残
し
て
き
た
井
上
流
の
家
元

は
、代
々
長
生
の
者
が
多
い
。
舞
が
身
体
を
強
く
し
、養
生
を
促

す
と
い
う
だ
け
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
は
、舞
妓
・
芸
妓
が
代
々
入

れ
替
わ
る
都
を
ど
り
の
近
代
的
な
華
や
か
さ
と
共
に
、こ
の
流
派

が
、〈
老
い
〉を
舞
の
価
値
と
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
伝
統
を
持
っ
て
い

る
こ
と
に
、理
由
が
あ
る
よ
う
感
じ
ら
れ
る
。

　

井
上
流
の
特
徴
は
、江
戸
後
期
の
京
都
に
み
ら
れ
た
舞
踊
の
特

色
が
今
日
ま
で
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
あ
り
、そ
れ
は
確
固
た

る
伝
承
基
盤
を
維
持
し
て
き
た
た
め
で
あ
る
と
、岡
田
万
里
子
は

説
明
す
る（
岡
田
万
里
子『
京
舞
井
上
流
の
誕
生
』）。
1
7
9
7
年
に
近

衛
家
か
ら
八
千
代
の
名
と
井
菱
の
紋
を
賜
っ
た
初
世
井
上
八
千
代

か
ら
、今
年
で
井
上
流
は
2
2
2
年
と
な
る
。
伝
統
と
革
新
、そ
し

て
芸
の
継
承
。
そ
れ
は
、前
の
世
代
か
ら
次
の
世
代
へ
と
、価
値
観

が
受
け
継
が
れ
つ
つ
、新
し
い
時
代
の
担
い
手
に
よ
っ
て
ア
ッ
プ
デ
ー

ト
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
2
0
1
5
年
に
重
要
無
形
文
化
財
各
個

指
定（
人
間
国
宝
）を
受
け
た
五
世
八
千
代
の
端
正
な
舞
、そ
し
て

次
世
代
の
ホ
ー
プ
、井
上
安
寿
子
に
よ
る
想
像
力
あ
ふ
れ
る
舞
か

ら
も
、ま
す
ま
す
目
が
離
せ
な
い
。

提
供
＝
祇
園
甲
部
歌
舞
会
｜
撮
影
＝
ハ
ヤ
シ
フ
ォ
ー
ト

Review 2

世

界

は

変

わ

り

な

が

ら

あ

り
つ
づ
け

て
い
る

︱

宮
永
愛
子
の
作
品
に
は
、白
い
も
の
、透
明
な
も
の
、半
透
明
な
も

の
が
非
常
に
多
い
。
た
と
え
ば
、向
こ
う
側
が
透
け
て
見
え
る
葉

脈
標
本
、白
い
漁
網
に「
育
て
た
」、つ
ま
り
結
晶
さ
せ
た
塩
、透
明

な
樹
脂
や
ガ
ラ
ス
な
ど
。
だ
が
、宮
永
が
偏
愛
す
る
素
材
と
言
え

ば
、何
と
言
っ
て
も
「
ナ
フ
タ
リ
ン
」だ
ろ
う
。
洋
服
な
ど
を
保
管
す

る
際
に
虫
除
け
と
し
て
使
わ
れ
る
、あ
の
白
い
薬
剤
で
あ
る
。

　

ナ
フ
タ
リ
ン
を
用
い
た
宮
永
作
品
は
、時
系
列
的
に
3
種
に
分

け
ら
れ
る
。
（1）
何
か
を
象
っ
て
、時
間
が
経
つ
と
ナ
フ
タ
リ
ン
が
大

気
中
に
昇
華
し
て
い
く
も
の
。
（2）
ガ
ラ
ス
の
ケ
ー
ス
に
入
れ
て
、昇

華
す
る
と
内
側
に
結
晶
と
し
て
付
着
す
る
も
の
。
（3）
穴
を
開
け

た
樹
脂
の
中
に
入
れ
、穴
を
ふ
さ
ぐ
シ
ー
ル
を
剥
が
せ
ば
昇
華
が

は
じ
ま
る
も
の
。

R
eview

 3

小
崎
哲
哉

Tetsuya O
zaki

1
0
0
0
万
年
と「
私
」の
円
環

宮
永
愛
子 

漕
法

　

（1）
は
2
0
0
7
年
以
前
の
初
期
作
品
群
。
も
と
の
形
を
少
し

ず
つ
失
っ
て
ゆ
く
彫
刻
は
、最
後
に
は
大
気
中
に
溶
け
入
っ
て
消
滅

し
て
ゆ
く
よ
う
に
思
え
る
。
（2）
は
2
0
0
8
年
か
ら
つ
く
ら
れ
て
い

る
作
品
群
。
彫
刻
そ
の
も
の
は
失
わ
れ
る
が
、素
材
は
形
を
変
え

《
手
紙
》2
0
1
3
|

2
0
1
9

ナ
フ
タ
リ
ン
、樹
脂
、封
蝋
、F
R
P
、ミ
ク
ス
ト
メ
デ
ィ
ア

撮
影
＝
木
奥
惠
三
｜
写
真
提
供
＝
高
松
市
美
術
館

て
ケ
ー
ス
の
中
に
と
ど
ま
る
。
（3）
は
2
0
0
9
年
以
降
の
作
品
群
。

シ
ー
ル
が
外
さ
れ
た
も
の
を
目
に
し
た
こ
と
は
な
い
が
、も
し
も
外

さ
れ
れ
ば
、ナ
フ
タ
リ
ン
が
大
気
中
に
溶
け
入
っ
て
そ
の
場
か
ら
は

消
え
ゆ
く
一
方
、象
ら
れ
た
オ
ブ
ジ
ェ
の
形
は
樹
脂
の
中
に
残
る
こ

《life

》2
0
1
8
|

2
0
1
9

樹
脂
、空
気

撮
影
＝
木
奥
惠
三
｜
写
真
提
供
＝
高
松
市
美
術
館

Review 3
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宮
永
愛
子
：
漕
法

―2
0
1
9
年
7
月
17
日（
水
）–

9
月
1
日（
日
）｜
高
松
市
美
術
館

―常
温
で
昇
華
す
る
ナ
フ
タ
リ
ン
な
ど
を
素
材
に「
変
わ
り
な
が
ら
も
存
在

し
続
け
る
世
界
」
を
表
現
す
る
現
代
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
宮
永
愛
子
に
よ
る
、

四
国
初
の
大
規
模
個
展
。
瀬
戸
内
の
景
色
や
そ
こ
で
暮
ら
し
て
き
た
人

び
と
が
積
み
重
ね
る
時
間
を
テ
ー
マ
に
し
た
作
品
が
展
示
さ
れ
た
。

P
rofile

お
ざ
き
・
て
つ
や

ウ
ェ
ブ
マ
ガ
ジ
ン『R

E
A

LK
Y

O
TO

』発
行
人
兼
編
集
長
。
京
都
造
形
芸
術
大
学
大
学
院
研
究
員
。
2
0
0
3
年
、和
英
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
現
代
ア
ー
ト
雑
誌『A

R
T iT

』を
創
刊
し
、13
年
に
は
あ
い
ち
ト
リ
エ
ン
ナ
ー
レ
2
0
1
3

の
パ
フ
ォ
ー
ミ
ン
グ
ア
ー
ツ
統
括
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
を
担
当
し
た
。
著
書
に
、人
類
が
犯
し
た
愚
行
を
集
め
た
写
真
集『
百
年
の
愚
行
』（
編
著
）お
よ
び『
続
・
百
年
の
愚
行
』、グ
ロ
ー
バ
ル
社
会
に
お
け
る
現
代
ア
ー
ト
の
価
値
を
問
う
た

『
現
代
ア
ー
ト
と
は
何
か
』な
ど
。

《
漕
法
Ⅱ
》2
0
1
9

四
世
代
で
採
取
さ
れ
た
13
ト
ン
の
サ
ヌ
カ
イ
ト
、ミ
ク
ス
ト
メ
デ
ィ
ア

撮
影
＝
木
奥
惠
三
｜
写
真
提
供
＝
高
松
市
美
術
館

と
に
な
る
。

　

作
家
は「
消
滅
」
と
い
う
見
方
を
否
定
す
る
。
作
品
を
含
む
世

界
は
消
え
て
も
い
な
け
れ
ば
変
わ
っ
て
も
い
な
い
。
世
界
は
変
わ
り

な
が
ら
あ
り
つ
づ
け
て
い
る
、と
。︱

瞬

間

と

空

間

を

切

り

取

る

︱

巨
視
的
に
見
れ
ば
そ
の
と
お
り
だ
。
し
か
し
、特
に
上
記
の
（3）
に

つ
い
て
、別
の
見
方
を
す
る
と
別
の
面
白
さ
が
生
じ
る
。

　

何
か
を
ナ
フ
タ
リ
ン
で
象
る
。
樹
脂
に
封
入
し
た
後
で
穴
を
開

け
る
と
、ナ
フ
タ
リ
ン
は
昇
華
し
て
消
え
去
り
、も
と
の
形
が
凹
み

と
し
て
残
る
。
そ
の
凹
み
に
も
う
一
度
ナ
フ
タ
リ
ン
を
注
入
す
れ

ば
、最
初
に
つ
く
っ
た
オ
ブ
ジ
ェ
と
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
が
現
れ
る
だ

ろ
う
。つ
ま
り
、ナ
フ
タ
リ
ン
の
オ
ブ
ジ
ェ
は
も
と
の
何
か
の
ポ
ジ
で

あ
り
、樹
脂
の
凹
み
は
ネ
ガ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
宮
永
の
作
品

は
、写
真
と
同
様
の
機
能
を
果
た
し
う
る
の
だ
。

　

写
真
は
瞬
間
と
空
間
を
切
り
取
る
装
置
で
あ
る
。
今
回
の
展

示
を
観
る
と
よ
く
わ
か
る
が
、宮
永
の
作
品
は
ど
れ
も
瞬
間
と
空

間
を
封
じ
込
め
て
い
る
。
漁
網
に
は
塩
を
「
育
て
た
」
時
間
と
塩
の

出
自
が
結
晶
と
い
う
形
で
、ガ
ラ
ス
や
樹
脂
に
は
制
作
の
過
程
と

場
所
が
層
や
気
泡
に
よ
っ
て
、そ
し
て
ナ
フ
タ
リ
ン
に
は
も
と
の
何

か
が
過
ご
し
た
時
空
間
の
記
憶
が
ほ
か
な
ら
ぬ
オ
ブ
ジ
ェ
自
体
の

形
に
よ
っ
て
、そ
れ
ぞ
れ
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
世
に
存
在
す
る
事

物
に
は
記
憶
が
蓄
え
ら
れ
や
す
い
も
の
と
そ
う
で
も
な
い
も
の
が

あ
る
。
本
、鍵
、旅
行
鞄
、額
縁
、椅
子
、柱
時
計
な
ど
が
選
ば
れ

て
い
る
の
は
故
な
き
こ
と
で
は
な
い
。

　

宮
永
の
実
家
は
京
都
・
伏
見
に
3
代
続
く
焼
き
も
の
の
家
だ
。

曾
祖
父
、祖
父
、父
親
は
、作
風
が
相
異
な
る
も
の
の
、い
ず
れ
も

青
磁
を
得
意
と
し
て
い
た
。
宮
永
は
だ
か
ら
、磁
器
を
つ
く
る
材

料
で
あ
る
カ
オ
リ
ン
や
、白
く
て
光
も
通
す
ガ
ラ
ス
質
の
磁
土
に

囲
ま
れ
て
育
っ
た
と
い
う
。
作
品
に
白
、透
明
、半
透
明
の
も
の
が

多
い
の
は
、そ
れ
に
由
来
す
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

︱

地

質

学

的

な

記

憶

を

共

有

す

る

︱

と
こ
ろ
で
、今
回
の
個
展
で
も
っ
と
も
圧
倒
さ
れ
る
の
は
、展
示
動

線
の
最
後
に
位
置
す
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
サ
ヌ
カ
イ

ト
の
名
で
知
ら
れ
る
讃
岐
地
方
特
産
の
石
を
13
ト
ン
並
べ
た
も
の

で
、中
央
に
舟
の
形
を
し
た
白
い
立
体
が
置
か
れ
、川
か
潮
の
流

れ
に
見
立
て
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
だ
け
の
量
を
見
る
こ
と
は
地
元

の
人
で
も
ほ
と
ん
ど
な
い
の
で
は
な
い
か
と
作
家
は
言
う
。

　

サ
ヌ
カ
イ
ト
は
1
0
0
0
万
年
以
上
前
に
火
山
の
溶
岩
と
し
て

噴
き
出
し
た
も
の
で
、数
万
年
前
ま
で
は
海
底
に
あ
り
、海
底
が

隆
起
し
て
現
在
は
山
の
上
に
あ
る
。
地
質
学
的
な
歴
史
を
経
て

密
に
固
ま
り
、叩
く
と
金
属
的
な
高
い
音
が
出
る
の
で
楽
器
と
し

て
も
用
い
ら
れ
る
。
ほ
か
の
展
示
室
に
並
べ
ら
れ
た
作
品
の「
白
」

と
は
対
照
的
に
、石
は
漆
黒
に
近
い
濃
灰
色
だ
。

　

宮
永
が
並
べ
た
石
は
、
あ
る
家
族
が
4
代
に
わ
た
っ
て
収
集

し
た
も
の
だ
と
い
う
。
つ
ま
り
こ
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
は
、

1
0
0
0
万
年
以
上
に
及
ぶ
地
質
学
的
な
歴
史
と
、
1
0
0
年
ほ

ど
の
家
族
の
歴
史
が
ふ
た
つ
な
が
ら
に
込
め
ら
れ
て
い
る
。
と
す
れ

ば
、川
か
潮
の
流
れ
の
よ
う
な
石
の
配
置
は
じ
つ
は
時
間
の
流
れ
で

あ
る
と
も
考
え
ら
れ
、わ
れ
わ
れ
観
客
は
そ
の
中
に
身
を
委
ね
な

が
ら
、永
遠
の
時
に
思
い
を
馳
せ
る
こ
と
に
な
る
。

　

展
示
動
線
の
い
ち
ば
ん
は
じ
め
に
は
、少
し
歪
な
球
形
の
ガ
ラ

ス
に
縄
が
結
ん
で
あ
っ
て「
留
め
石
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
た
。
図

録『
漕
法
』（
青
幻
舎
刊
）に
記
載
さ
れ
た
説
明
文
に
よ
れ
ば「
妊
娠
し

て
い
た
時
の
境
界
の
あ
い
ま
い
な
呼
気
を
透
明
な
留
め
石
に
封
じ

た
」の
だ
と
い
う
。

　

今
回
の
個
展
は
だ
か
ら
、作
家
の
個
人
史
か
ら
、さ
ま
ざ
ま
な

時
代
、さ
ま
ざ
ま
な
人
の
記
憶
を
経
て
、地
質
学
的
な
歴
史
に
ま

で
達
す
る
壮
大
な
も
の
だ
。
だ
が
、地
質
学
的
な
歴
史
を
露
わ
に

し
た
の
は
あ
る
家
族
の
私
的
な
歴
史
で
あ
り
、つ
ま
り
は
見
事
な

円
環
を
描
い
て
い
る
。

　

そ
の
事
実
を
象
徴
し
、強
調
す
る
か
の
よ
う
に
、「
留
め
石
」の
縄

の
色
は
サ
ヌ
カ
イ
ト
と
同
じ
黒
で
あ
る
。
黒
と
透
明
に
は
じ
ま
り
、

半
透
明
や
白
を
経
て
最
後
に
黒
に
至
り
、い
ま
一
度
黒
と
透
明
に

戻
っ
て
く
る
壮
大
な
物
語
。
宮
永
愛
子
は
、眠
っ
て
い
た
記
憶
と
時

間
を
発
掘
す
る
考
古
学
者
で
あ
り
、そ
の
記
憶
と
時
間
を
観
客
に

共
有
さ
せ
て
く
れ
る
見
事
な
ス
ト
ー
リ
ー
テ
ラ
ー
で
あ
る
と
思
う
。
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ジョナスたちとThe Shedへ。4月5日にオープンした
ばかりのヒップなアートスペース。外装部分は伸縮
可能、レールに沿って隣にある広場にスライドさせ、
そこに生まれる空間で、大規模なパフォーマンス
が展開される。ビョークによるシアトリカルコンサー
トがラインアップ（5月6日–6月1日）されている。それとは
別にある多目的ホール（400席ほど）で、映画『007』
のQ役でお馴染みのベン・ウィショーが出演する
「Norma Jeane Baker of Troy」を鑑賞。

Profile はしもと・ゆうすけ 

ロームシアター京都事業担当課長・プログラムディレクター／KYOTO EXPERIMENT プログラムディレクター。1976年福

岡生まれ。京都大学在学中の1997年より演劇活動を開始、2003年橋本制作事務所を設立後、京都芸術センター事業「演

劇計画」など、現代演劇、コンテンポラリーダンスの企画・制作を手がける。2014年1月よりロームシアター京都に勤務。

NH110便に搭乗。JFK空港到着。ホテルに
チェックインしたあと、SOHOにあるジョーン・ジョ
ナス（美術家、12月12日にロームシアター京都でパフォー

マンス予定）のスタジオに訪問。
橋本 「すごくいいところにありますね！」
ジョナス 「50年前はここには何もなかった、だから
貧乏なアーティストだった私も使えたのよ」

元MoMA PS1のキュレーターだったJenny Schlenzkaが
2017年より新たなリーダーシップを執っているということで、
ジョナスの勧めでPerformance Space New Yorkへ。「No 
Series: Bonaventure and Hannah Black」を観劇。

4/17 Wed, 13:00

4/17 Wed, 19:30

4/18 Thu, 13:00

4/19 Fri, 14:00

4/20 Sat, 20:30

近くにある、撮影や実験に使うジョナス
のもう一つのスタジオ訪問、宣伝用ビ
デオ・インタビューの収録。

ONASSIS USAの芸術監督に
「おいしいところ紹介して！」って言っ
た時に教えてもらった5番街にあ
るオシャレメキシカンのタコス

ジョナスの盟友Wooster Groupの本拠地The Performing Garageへ。
昨年「タウンホール事件」で来日したケイト・ヴァルクたちと面会。

橋

本

裕

介

の

出

張

日

記
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ニュ
ー
ヨ
ー
ク
編

2

ニューヨーク
4/18 Thu, 10:30

ジョナスのインタビュー立ち合い。元広島市現
代美術館、現在はニューヨークのジャパン・ソ
サエティのギャラリー・ディレクター、神谷幸枝
さんにインタビュアーを務めていただく。

ニューヨーク伝説の実験劇場La MAMAへ。近年
話題の劇団600 Highwaymen 「The Fever」を観劇。

4/19 Fri, 19:00

NH9便で帰路につく。

4/21 Sun, 11:52

64ASSEMBLY｜04 Current Topics

2
0
1
9
年
度
の
京
都
は
嬉
し
い
報
せ
が

相
次
い
だ
。
劇
場
関
連
で
はTH

E
A

TE
R

 

E
9 K

Y
O

T
O

の
開
館（
6
月
22
日
）や
京
都

み
な
み
会
館
の
移
転
復
活（
8
月
23
日
）。
作

品
に
お
い
て
も
、2
0
0
2
年
以
来
と
な

る
ダ
ム
タ
イ
プ
の
新
作
公
演（
20
年
3
月
を
予

定
）は
大
き
な
ニ
ュ
ー
ス
だ
っ
た
。
そ
れ
に
先

駆
け
て
お
こ
な
わ
れ
た『
ダ
ム
タ
イ
プ 

新

作
ワ
ー
ク
イ
ン
プ
ロ
グ
レ
ス 

2
0
1
9
』（
3

月
24
日
、ロ
ー
ム
シ
ア
タ
ー
京
都
）で
は
断
片
的

な
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
披
露
さ
れ
た
。

試
演
段
階
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
全
国
か

ら
大
勢
の
観
客
が
押
し
寄
せ
、来
年
の
本

公
演
へ
の
期
待
の
高
さ
を
感
じ
た
。

　

5
月
に
訪
ね
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
は
、

国
際
芸
術
祭（S

IFA

）
に
合
わ
せ
て
上

演
さ
れ
たT

he N
ecessary S

tage

の

『C
ivilised

』（
5
月
15
日

－

19
日
、22
日

－

26
日
、

T
he N

ecessary S
tage B

lack B
ox

）
が
印

象
に
残
っ
た
。
若
き
多
民
族
国
家
で
あ
る

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ア
イ
デ
ン
ティ
テ
ィ
を
文

明
化
＝
植
民
地
化
の
観
点
か
ら
と
ら
え
る

政
治
的
批
評
性
が
刺
激
的
だ
っ
た
が
、そ

れ
は
ウ
ティ
ッ
ト
・
ヘ
ー
マ
ム
ー
ン
×
岡
田
利

規
×
塚
原
悠
也『
プ
ラ
ー
タ
ナ
ー
：
憑
依
の

ポ
ー
ト
レ
ー
ト
』（
6
月
27
日

－

7
月
7
日
、東
京

芸
術
劇
場
）に
も
通
じ
る
。
同
作
は
、新
自

由
主
義
経
済
の
欲
望
と
国
民
国
家
の
仕
組

み
が
歪
つ
に
絡
み
合
う
こ
と
で
、人
び
と

の
あ
い
だ
に
亀
裂
を
も
た
ら
し
て
き
た
タ

イ
の
現
代
史
を
描
い
た
。
そ
の
諸
相
は
、

現
代
の
日
本
に
当
て
は
め
て
み
る
こ
と
も

で
き
る
。

　

8
月
1
日
に
オ
ー
プ
ン
し
た「
あ
い
ち
ト

リ
エ
ン
ナ
ー
レ
2
0
1
9 

情
の
時
代
」（
8
月

1
日

－

10
月
14
日
、愛
知
県
各
所
）内
の
出
品
作

で
あ
っ
た「
表
現
の
不
自
由
展
・
そ
の
後
」

が
、右
派
政
治
家
に
よ
る
示
威
的
発
言
や

殺
到
し
た
匿
名
の
脅
迫
に
よ
っ
て
オ
ー
プ

ン
か
ら
わ
ず
か
3
日
で
展
示
中
止
と
な
っ

た
事
件
は
各
メ
デ
ィ
ア
で
も
大
き
く
取
り

沙
汰
さ
れ
、海
外
作
家
を
中
心
と
す
る
出

品
の
取
り
止
め
、展
示
内
容
の
変
更
な
ど

が
相
次
い
だ
。
そ
の
余
波
は
執
筆
中
の
い

ま
も
収
ま
る
気
配
が
な
い
が
、今
後
の
行

政
・
民
間
が
主
導
す
る
芸
術
関
連
の
内
容

に
大
き
な
影
響
を
も
た
ら
す
こ
と
は
間
違

い
な
い
。
そ
れ
が
、ア
ー
ト
シ
ー
ン
内
に
お

け
る
新
た
な
亀
裂
を
生
み
出
す
一
因
に
な

ら
な
い
こ
と
を
願
っ
て
い
る
。

　

横
浜
で
観
た
ネ
ザ
ー
ラ
ン
ド
・
ダ
ン
ス・

シ
ア
タ
ー
の
来
日
公
演（
7
月
5

－

6
日
、神
奈

川
県
民
ホ
ー
ル
）で
は
、19
年
3
月
に
設
立
さ

れ
た
ば
か
り
の
セ
ガ
サ
ミ
ー
文
化
芸
術
財

団
が
特
別
協
賛
に
名
を
連
ね
、今
後
も
日

本
の
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ダ
ン
ス
を
支
援

対
象
に
す
る
と
表
明
し
て
い
る
。一
方
、そ

の
母
体
で
あ
る
セ
ガ
サ
ミ
ー
は
、韓
国
仁

川
で
カ
ジ
ノ
を
主
体
と
す
る
統
合
型
リ

ゾ
ー
ト（
I
R
）を
運
営
す
る
リ
ゾ
ー
ト
事

業
を
推
進
し
て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い

る
。
8
月
22
日
に
は
横
浜
市
が
I
R
誘

致
に
乗
り
出
す
と
い
う
ニ
ュ
ー
ス
が
報
じ

ら
れ
た
が
、2
0
2
0
年
以
降
の
ア
ー
ト

シ
ー
ン
を
考
え
る
う
え
で
こ
れ
ら
の
動
向

を
注
視
し
て
い
き
た
い
。

多様化する社会のなかで、表現もまたかたちを変えていく。
さまざまな文化シーンに精通したライターが、
演劇、ダンス、アート、映画などに総合的に触れることから「いま」の諸相を考える。

 ［時評］

 2019年3月から8月にかけて観たものから
―

島貫泰介

Profile しまぬき・たいすけ

美術ライター＆編集者。1980年生まれ、京都＆東京在住。『CINRA.net』『美術手

帖』などでインタビュー記事、コラムを執筆するほか、編集もおこなう。
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ROHM Theatre Kyoto アセンブリー
京都に劇場文化を
つくる

 ASSEMBLY 『ASSEMBLY』とは

 ロームシアター京都では、「古典芸能と現代演劇」「子どもと舞台芸術」の2つのテーマで学術的・実践的リサーチを行う「リサーチプログラム」を実施しています。2018

年度は新井静、中谷森、林立騎（古典芸能と現代演劇）、大野はな恵（子どもと舞台芸術）のリサーチャー4名を採択しました。『ASSEMBLY』は同プログラムと連携し、リ

サーチャーによる寄稿などを掲載しています。
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ア
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